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曽
禰
好
忠

『
毎
月
集
』
の
特
質

に
つ
い
て
（
一
）

漁
業
関
係
の
歌
を
中
心
に

金

子

英

世

は
じ
め
に

 
平
安

中
期

か
ら
後

期

に
か
け

て
成

立

し
た

、
百

首
歌

を
中

心

と
す

る
初

期
定
数

歌

の
作

品
群

の
中

で
、
曽

禰
好
忠

の

『毎

月
集

』

は

「
三
百

六
十

首
和
歌

」

と

い
う

き
わ

め
て
独
創

的
な

形
式

を
有

し
、

ま

た
内
容

的
、

表

現
的

に
も
突
出

し

た
個
性

を
示

し

て

い
る
。

伝
記

的

に
資
料

の
乏

し

い
好

忠

と

い
う
歌

人

に

つ
い
て
は
、

そ

の
歌

風

の
形
成

過
程

な

ど
不

明
と

さ
れ

る
点

が
多

か

っ
た
が
、

『
万

葉
集

』

や
漢

詩

文

か
ら

の
影

響
、

ま

た
同

時

代
歌

人
た

ち
、

と
り
わ

け
河
原
院

周
辺

の
歌

人

た
ち

と

の
交

遊

が
持

つ
重

要

な
意

味

な
ど
、
近

年

さ
ま
ざ

ま
な
角

度

か
ら
、

そ

の
興
味

深

い
背

景
が

明

ら
か

に
さ
れ

つ
つ
あ

る
。

 

そ
こ

で
、

そ
れ

ら

の
研
究

成

果
を
踏

ま

え

『毎

月
集

』

と

い
う
作

品

に

再
び

立
ち
返

っ
て
み
る

と
、

改

め

て
内

部

の
読

み
と

い
う
行

為

を
通

し

て

検

証

す

べ
き
問

題

が

浮

か
び

上

が

っ
て
く

る
よ

う

に
思

わ

れ

る
。
従

来

『毎

月
集
』

に
認

め
ら

れ
て
き

た

「沈

論
訴

嘆

」
と

い
う
性

質

に

つ
い
て

も
、
作

品
世
界

と

の
関
係

や

そ
の
意
味

す

る
と

こ

ろ
に

つ
い
て
、
問

い
直

す

べ
き
時
期

に
来

て

い
る
と
言

え

よ
う
。

 

稿
者

は

『毎

月
集

』

の

い
く

つ
か

の
特

質

に

つ

い
て
順

次
、

考

え
を
述

べ
て
行
き

た

い
と
思
う

が
、

今

回
は

『
毎

月
集
』

の
漁
業
関

係

歌

を
中
心

に
考

察
を
加

え

る

こ
と
と

す
る
。

 

さ
て

『毎

月
集

』

に

つ
い
て

は
、
既

に
注
釈

と
し

て

『
日
本
古

典

文
学

大
系

・
平
安

鎌
倉

私

家

集
』

(岩

波
書

店

・
松

田
武

夫
氏

校

注
)
、

『曽

禰

好
忠

集

全

釈
』

(笠
間

書

院

・
神

作

光

一
氏

、

島

田
良

二
氏

著
)

が

明
ら

か
に
さ

れ

て
い
る
。
適

宜
、

参

照
さ

せ

て

い
た
だ

き
な
が

ら
、
論

を
進

め

た

い
。

 
尚

、

以
下

で
使
用

す

る

『
曽
禰

好
忠

集

』

の
本
文

は
、
古

体

を
保

っ
て

い
る
と
考

え

ら
れ

る

「
書
陵

部
蔵

伝

為
相

筆
本

」

(『
笠
間

影
印

叢
刊

』

・

笠

間
書

院

)

に
拠

り
、

歌
番

号

は

『
日

本
古

典

文

学
大

系

』

「好

忠

集
」

の
も

の
を

使

用
す

る
。

必

要

に
応

じ

て
、

「
伝

二
条

為

氏
筆

本
」

(
『
天

理

図
書

館
善

本
叢
書

』

・
八
木

書
店

)
お
よ
び

「冷

泉
家

時
雨

亭
文

庫
蔵

本

」

(『
冷
泉

家

時
雨

亭

叢
書

・
平
安

私

家

集

二
』

・
朝

日
新

聞

社

)
を
参

照

す
る

こ
と

と
し
た

い
。

そ

の
他

の
和

歌

に

つ
い
て
は
原
則

と

し

て
本

文
、

歌

番
号

と
も

に

『新

編

国

歌
大

観

』

に
拠

る

が
、

『
万

葉
集

』

の
歌

番

号

に

つ
い
て

は
旧
番
号

を
使

用

す
る
。

『
毎
月
集
」
の
作
歌
姿
勢
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『毎

月
集

』

は
、
各

月
を
初

・
中

・
下

に
分

け

て
各
十

首
ず

つ
、

つ
ま

り

]
日
が

】
首

に
相
当

す

る
形

で
構

成

さ
れ

て

い
る
。

そ
し

て
各
季

節

の

初

め

に
は
、

歌
群

の
序

と

い
う

性
格

を
持

っ
た
長

歌

と
反

歌
を

置
く

と

い

う
、
非

常

に
凝

っ
た
独
特

の
形

式
を
有

し

て

い
る
。

こ

の
長
歌

と
反

歌

に

は
、

三
百

六
十
首

を
詠

む
際

の
好
忠

の
心

境
や

詠
作

意
図

な
ど

が
吐

露

さ

れ

て

お
り
、

『
毎

月
集
』

と

い
う
作

品
を

考

え

る
上

で
、

重

要

な
存

在

と

な

っ
て

い
る
。

 

さ
て
、
秋

の
長
歌

そ

し

て
冬

の
反

歌

に
、
好
忠

は

次

の
よ
う

な
言

葉
を

残

し
て

い
る
。

〔
1
〕
涼

み
せ
し
 

夏

の
暮

れ

に
し
 

夕

べ
よ

り
 

野
辺

の
草

葉

を
 

か

 

き
わ
け

て
 

吹

き
来

る
風

の
 

や

〉
肌
寒

く

 
な

る

ま
ま

に
 

年

月

を

 
思

の
ほ
か

に
 
過

し

や
り
 

か

ひ
な
き

身
を
ば

 

心

の
う

ち

に
 

嘆

き

 

つ
〉
 

よ
を
な

が
月

の
 

す
ゑ

ま

で
に
 
耳

に
聞

〉
 

目

に
見

る

こ
と

 

を
 
記

し
を

か
ば

 
露

の
命

は
 

絶
え

ぬ

と
も
 

ゆ

く
す

ゑ
絶

え

ぬ

 
言

の
葉

を
 

か
た

み
と
も
見

よ

(秋
長

歌

・

一
八
五

)

〔
2
〕
耳

に
聞

き
目

に
見

る
こ
と

を
写

し
を

き

て
ゆ
く
末

の
世

の
人

に

い

 

は
せ

ん

(冬
反

歌

・
二
七

八
)

 

〔2
〕

は
、

四
季

の
最

後
を

締

め
く
く

る
冬

の
反

歌

と
し

て
特

に
注

目

す

べ
き
も

の
と
考

え
ら

れ

る
が
、
自

分

の
歌
を

後
世

に
残

し

た

い
と

い
う

強

い
思

い
と
と

も
に
、
秋

の
長

歌

と
同

じ
言
葉

が
繰

り
返

さ

れ

て

い
る
こ

と

に
注
意

さ
れ

よ
う
。

傍
線
部

の
言

葉

に
は
、

自
己

の
見
聞

き
し

た
事
柄

を

記
録

す
る
よ
う

に
詠

む

の
だ
、

と

い
う

好
忠

の
作

歌
姿

勢

が
表

明

さ
れ

て

い
る
よ
う

に
も
思

わ

れ
る

。

『毎

月
集

』

に
詠

ま
れ

て

い
る

題
材

の
す

べ
て
が
好
忠

の
実
体

験

に
基

づ

い
て

い
る
と

は
考

え

に
く

い
が
、
少

な

く

と
も
彼

の
意
識

の
中

で

は
、
「
耳

に
聞

き
目

に
見

る

こ
と
を

写

」

す
よ

う

に
詠

も
う

と

い
う

思

い
が

あ

っ
た

の
で

は
な

か

ろ
う

か
。

『
毎

月
集

』

に

は
、
卑
近

な
素

材

ま
で
も
採

用

し
、
率

直

に
詠

み
こ
な

そ
う

と
す

る
姿
勢

が
認
め

ら
れ

る
と

い
え
よ

う
。

 

「
具
体

的
 

即
物

的
」

と
も

評

さ
れ

る
好
忠

の
歌

風

の

一
端

を
捉

え

る

手

が

か

り
と

し

て
、

『毎

月

集
』

の
漁
業

関

係

歌

を
中

心

に
、

以
下

で
好

忠

の
作

歌
姿
勢

や
素

材

の
獲
得

方
法

に

つ
い
て
考

え

て
み
た

い
。

二
 
海
辺
の
漁
業
関
係
歌
ー

「
あ
ま
」
詠

-

 

『毎

月
集
』

に
は
、
農

業

や
漁
業

な

ど

に
従

事

す
る
下

層

民
を
題

材

と

し
た
歌

々
が

か
な

り

の
数

存

し
、

そ
れ

ら
は

『
毎
月

集
』

の
歌
風

を
特
徴

づ
け

る
も

の
と
な

っ
て

い
る
。

こ
う

し

た
素
材

は
同

時
代

の
屏
風

歌
な

ど

に
も
採

り
上
げ

ら

れ

て

い
る

も

の
で
あ

り
、
農

民

や
漁

民
が
働

く

姿

は
、

歌
枕
あ

る

い
は
季
節

の
風

物

の

一
部

と

し

て
都

人

の
好
奇

心

を
刺
激

す

る

対
象

と
な

り
、
屏

風

に
描

か
れ
、

か

つ
歌

に
も
詠

ま
れ

た

こ
と
が

想
像

さ

れ

る
。

つ
ま
り

『毎

月
集

』

の
下
層

民

詠

は
、
都

人

の
あ

る
種

の
関
心

の

方
向
性

と
合

致
す

る

一
面
を
持

っ
て

い
た

と
考

え
ら

れ
る

の
だ
が

、
好

忠

に
お

い
て
は
そ

れ
が
単

な

る
好
奇

心

の
対
象

と

し

て
で
は
な

く
、

時

と
し

て
共
感

を
寄

せ

る
も

の
、

自

ら
を
投

影

す

る
も

の
と
し

て
意
識

さ

れ

て

い

る
点

に
注

意

す

べ
き

だ

ろ
う

。

こ

の
点

に

つ
い
て

は
、

『毎

月

集
』

の
詠

作
動
機

と

も
関

わ
る
大

き
な

問
題

な

の
で
、

総
合

的
な

検
討

の
後

に
改

め

て
考

え
る

こ
と

と
し

た

い
。

 
本

稿

で

は
漁
業

関

係

歌
を

中

心

に
見

る

が
、

「
漁
業

」

と

い
え
ば

、

主

と
し

て
海
辺

で
行

わ

れ
る
漁

を
連

想

し
が

ち

で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

し
か

し

『毎

月
集

』

に
お

い

て
は
む

し
ろ
、

海

よ
り

も
川

や
湖
周

辺

の
漁

に
関

2一



す

る
歌

の
印
象

が
強

い
。

そ
し

て
ま

た
川
や

湖

の
周

辺
を

詠
ん

だ
歌

に
こ

そ
、

好
忠

の
本
領

が

発
揮

さ
れ

て

い
る
よ
う

に
も
思

わ

れ
る
。

 
初

め

に
、

『
毎

月
集

』

に
お

い
て
海

辺

の
漁

民

「
あ

ま
」

が
、

ど

の

よ

う

に
詠

ま
れ

て

い
る
か
を
確

認

し

て
お

こ
う

。

〔
3
〕
須

磨

の
あ
ま

も
今

は
春

べ
と
知

り

ぬ
ら
し

い
つ

く
と
も

な
く

な

べ

 

て

か
す
め

り

(正

月
中

・

一
四
)

〔
4
〕
小

鯛
釣

る
刈

る
藻

の
あ

ま
も
春

来

れ
ば
う

ら
う

ら
ご

と

に
な
が

め

 

を
ぞ

す
る

(
二
月
中

・
四
六

)

〔
5
〕
煙

立

つ
春

の
う
ら

う
ら

見
る

と
き

は
ま
だ

見

ぬ
あ

ま

の
あ

り
か

を

 

ぞ
見

る

(正

月
中

・
四

八
)

〔
6
〕

は
る
ば

る

と
う
ら

う
ら
煙

立

ち

の
ぼ
る
あ

ま

の
ひ
よ
り

に
も

く

づ

 

焼
く

か
も

(正
月

下

・
五
五

)

 

『毎
月

集
』

に
は

「
あ

ま
」

を
詠

ん
だ
歌

が

四
例

あ

り
、
海

辺

の
漁

民

を
捉

え

た
歌

は

こ
れ

ら

に
尽
き

る
。

す

べ
て
春

の
歌
と

し

て
詠

ま

れ

て

い

る
の

は
、

屏
風

歌
あ

る

い
は
先
行

す

る

「
重

之
百
首

」

に
倣

っ
て

い
る

も

の
と
思

わ
れ

る
。

 

こ
れ

ら
四
首

は

「
あ
ま

し

の
捉

え
方

が
比

較
的
類

似

し

て
お
り
、

ど

ち

ら

か

と

い
え
ば

単
調

な
詠

み

ぶ
り

で
あ

る
と
感

じ
ら
れ

る
。

お
そ

ら
く

そ

れ

は
、
う

ら
ら

か
な

春

の
海

辺

と

「
あ
ま
」
、

「
塩
焼

き

」
と

「
あ

ま
」

と

い

っ
た
素

材

の
組

み
合

わ
せ
が

、
屏

風
歌

な
ど

に
よ
く

見
ら

れ

る
手

法

を

踏

襲
し

て

い
る

こ
と

に
よ

る

の
で
あ

ろ
う
。

「
小
鯛

釣

る
刈

る
藻

の
あ

ま
」

「
ひ
よ

り
」
な

ど
、

新

し

い
表

現
が

取
り

入
れ
ら

れ

て
は

い
る
も

の

の
、

後

に
述

べ
る

「
川
、

湖
周

辺

の
漁
業

関
係

歌
」

に
見
ら

れ

る
よ
う

な
、

具

体

性

・
現
実
性

を

こ
れ

ら

に
窺

う

こ
と

は
で
き

な

い
。

 

〔
3
〕

の

み
が

「
須

磨

」

と

い
う

歌

枕

を
伴

っ
て

い

る

が
、

こ

れ
も

「
あ

ま
」

と

の
組

み
合

わ

せ

に
お

い
て

『
万
葉

集
』

以
来

の
伝
統

か
ら
外

れ

て
は

い
な

い
。
他

の
三
首

に
は
地
名

が
詠

み
込

ま
れ

て

お
ら
ず

、

総
じ

て
観
念

的

な
印
象

を

受
け

る
。

 

さ
ら

に

〔
4
〕
～

〔
6
〕

は
、

「
う

ら

う
ら

」

に

「浦

々
」

と
、

明

る

く

の
ど

か
で
あ

る

と

い
う
意

を
掛

け

る
言
語
趣

向

が
共
通

し

て

い
る
。

こ

れ
ら

は
既

に
指
摘

さ
れ

て

い
る
よ
う

に
、
次

に
示

す

「重

之

百
首

」

の
歌

の
影

響
下

に
あ

る
も

の
で
あ

る
。

 
 

春

の
日

の
う
ら

う
ら
ご

と

に

い
で

て
み
よ
な

に
わ
ざ

し

て
か
あ

ま

は

暮

ら
す

と
」

(重

之
集

・
百
首

・
春

・
二

二
九
)

 
以

上

の
よ
う

に

『
毎
月
集

』

の

「あ

ま
」

詠

は
、

表

現

レ

ベ

ル
の
面
白

さ

が
追
求

さ

れ
、
海

辺

の
春

の
季
節
感

や

の
ど

か
さ
が

印
象

的

に
捉

え

ら

れ

て
は

い
る

が
、
素

材

の
組

み
合
わ

せ
や
設

定

に
そ

れ
ほ

ど

の
斬
新

さ

は

認

め
ら

れ
な

い
。

つ
ま

り

『毎

月
集
』

に
お

い
て
海

辺

の
漁

民

を
詠

ん
だ

歌

は
、

ど
ち

ら

か
と

い
え
ば

具
体

性

が
希
薄

で
あ

り
、

そ

の
意
味

で
は
具

体
的

に
漁

民

の
労
働

を
捉

え

た

「
川

、
湖
周

辺

の
漁
業

関
係

歌

」

と
は
、

趣

を
異

に
し

て

い
る
と

い
え
よ

う
。

三
 
川
、
湖
周
辺
の
漁
業
関
係
歌

 
次

に
、

川

や
湖
周

辺

の
漁
業

に
関

す

る
歌

を

見

て
み
よ
う

。

 

『
毎
月

集
』

の
川

や
湖

の
漁

業
関
係

歌

に
は
、

簗
、

網
代

、

飢
、

引

き

網

な
ど
、

実

に
多
彩

な
漁

具

(漁
法

)
が

詠

み
込
ま

れ
て

い
る
。

ま
た

こ

れ

ら

の
歌

は
、
具
体

的

な
地
名

を
伴

っ
て

い
る
も

の
が
多

く
、

非
常

に
写

実

性

・
現
実

性
が
高

い
と

い
う
特

色
を

示
し

て

い
る
。
さ
ら

に

こ
れ
ら

は
、

一3一



琵

琶

湖

周
辺

の
漁

業

に
関
係

し

た
歌

で
占

め
ら

れ

て
お

り
、

『毎

月
集

』

の
中

で

「琵
琶
湖

周
辺
詠
」
と
で
も

い
う

べ
き

一
つ
の
傾

向
を
成

し
て

い
る
。

 

そ

れ
ら

の
歌

に

つ
い

て
、

以
下

で
具
体

的

に
検
討

を
加

え

た

い
。

(
一
)
野
洲
川

の
簗
漁

〔
7
〕
野
洲

川

の
早
瀬

に
さ
せ

る
の
ぼ

り
簗

け

ふ
の

ひ
よ
り

に

い
く

ら

つ

 

も

れ
り

(三
月

下

・
八

八
)

 

当
該

歌

に
は

「
野
洲

川
」

に
お
け
る

簗
漁

の
光
景

が
詠

ま

れ
て

い
る
。

 

「
野
洲
川

」

は
近
江

の
地

、
現
在

の
滋
賀

県
野
洲

郡
野

洲
町

と
守
山

市

と

の
間

を
流

れ
琵

琶
湖

に
注

ぐ
川

で
、

『
万
葉

集
』

に
も

 

a
 

我
妹

子

に
ま
た

も
近

江

の
や
す

の
川
安

寝

も
寝
ず

に
恋

ひ
わ

た
る

 

か
も

(万

葉

・
⑫

三

一
五

七
)

※
○
内

は
巻

数

を
表

す

。

と
詠

ま

れ

て

い
る
。

「
野

洲
」

の
地

は

そ

の
名

か
ら

、
大

嘗

会
和

歌

の
地

名

と

し

て
も

し
ば

し
ば
採

用

さ
れ

て

い
る
。
康

保

五

(九

六

八
)
年

の
大

嘗

会

で
は
野

洲
郡

が
悠
紀

斎

田

に
ト

定

さ
れ
、

以
後

も
し

ば

し
ば

悠
紀

斎

田
と

な

っ
て

い
る
。

 

『毎

月
集

』

に
は
も

う

一
首

「
野
洲

の
浦
」

を
詠

ん
だ

と
思

わ

れ
る
、

〔
8
〕

勝

間

田

の
池

の
氷

の
解

け

し

よ
り

や

す

の
浦

と
そ

嶋
鳥

も
鳴

く

 

(
正
月
初

・

=
二
)

も
見

え
、

ま
た

『毎

月
集

』

に
大

き
な

影
響

を
与

え
た

と
さ

れ
る

『重

之

百
首
』

に
も

 

b
 

近
江

な

る
野
洲

の
入

江

に
さ
す

網

の
氷

を

い
を

と
今
朝

は
見

え
け

 

る

(重
之

集

・
百
首

・
冬

・
二
九

五

)

と

い
う

「
野
洲

」

の
漁

業

を

題
材

と

し

た
歌

が
あ

る
。

「
野
洲
」

は
歌

枕

と
し

て
か
な

り

の
用
例

を
数

え

る
が
、
漁

業

に
関
す

る
歌

は

こ

の
重

之
詠

と
好
忠

の
も

の
く

ら

い
し

か
見
出

さ
れ

な

い
。

 

さ

て
、
簗

の
起

源

は
古

く
、

『
日

本
書

紀

』
神

武

天
皇

即
位

前

紀

に
は

既

に

「亦

簗

を
作

ち

て
取

魚

す

る
者

あ

り
」

と

い
う

記
述

が
見

え

る
。

 

「
野

洲
川
」

の
簗

漁

が

い

つ
頃
始

め

ら
れ

た
か

は
不
明

だ
が

、
中

世

に

お

い
て
盛

ん

に
行

わ
れ

た

こ
と

は
、

記
録

類
な

ど

か
ら
知

る

こ
と

が

で
き

る
。
好
忠

の
歌

は
、
平
安

期

の
簗
漁

を
伝

え

る
資
料

と
し

て

も
、
貴

重

な

意

味
を
持

つ
も

の
と

い
え
よ

う
。

 

〔
7
〕

に
詠
ま

れ

て

い
る

「
の
ぼ
り
簗

」

と
は
、

下
流

か

ら
遡
行

す

る

魚

類
を
捕

ら

え

る
た
め

の
簗

を

い

い
、
逆

に
上

流

か
ら
下
行

す
る
魚

類

を

目

的

と
し
た
簗

を

「
く

だ
り

簗
」

と
呼

ぶ
。
簗

は
春

か
ら
夏

に

か
け
て
設

置

さ

れ
る

の
で
、
当

該
歌

が

「
三

月
下

」

に
配

列

さ
れ

て

い
る

こ
と
も
、

簗

漁

の
実

態

に
即

し

て

い
る
と

い
え
よ

う
。

 

簗

に
関

す

る
歌

は
あ

ま
り
残

っ
て

お
ら
ず
、

以
下

に
示

す
通

り

『
万
葉

集

』

に
三
例
存

す

る
ほ

か
、

平
安
中

期

で
は
屏

風
歌

な
ど

に
数

例
見

え

る

の
み

で
あ

る
。

そ

れ
ら

に

つ
い
て
、

簡
単

に
比

較

し
て

お
く
。

 

c
 

こ

の
夕

 

柘

の

さ
枝

の
 

流

れ

来
ば

 

簗

は
打

た

ず

て
 
取

ら

 

ず

か
も
あ

ら

む

(万
葉

・
③

三

八
六

)

 

d
 

い
に
し

へ
に
 

簗

打

つ
人

の
 

な

か
り
せ
ば
 

こ
こ

に
も
あ

ら

ま

 

し
 
柘

の
枝

は
も

(万
葉

・
③

三

八
七
)

 

e
 

あ
だ

人

の
 
簗
打

ち
渡
す

 
瀬

を
早

み
 

心
は
思

へ
ど
 
直

に
逢

 

は

ぬ
か
も

(万

葉

・
⑪

二
六
九

九
)

 

f
 

簗
見

れ
ば

河
風

い
た

く
吹

く
時

ぞ
波

の
花

さ

へ
落

ち

ま
さ

り
け

る

 

(拾

遺

・
雑
春

・
屏

風
歌

・

一
〇
六

一

・
貫
之

)

 

9
 

春

の
た

め
打

て
る
簗

に
も

あ
ら

な
く

に
波

の
花

に
も
落

ち

つ
も

る

一4一



 

ら
ん

(躬
恒

集

・
屏
風

歌

・
三

一
六
)

 

こ

れ
ら
を

好

忠
詠

と

比

べ
れ
ば

、
「
簗

」

の
描
写

の
具

体
性

に
大

き
な

差

が

あ

る

こ
と

に
気

づ

か
さ

れ

よ
う
。

『万

葉
集

』

の

c

・
d

は
、
柘

の

枝
伝

説

に
基
づ

く
設

定
、

e
は
周
囲

の
状
況

が

ま
ま
な

ら
な

い
こ
と

の
た

と
え

と
し

て

「
簗
」

が
詠

ま

れ

て

い
る

に
過

ぎ

な

い
。

f
や

9
と

い

っ
た

屏

風
歌

に

お

い
て
は
、

「
簗

」

は

「
波

の
花
」

と

い
う

見
立

て
を

効

果
的

に
表

現
す

る

た
め

の
場

と
し

て
機

能

し

て
お
り
、

「
簗

」

の
漁

具

と

い
う

本

来

の
役

割

に
は

ほ
と

ん
ど
目

が
向

け
ら

れ

て
は

い
な

い
。

 

と

こ

ろ
が
好

忠

詠

に

お

い
て

は
、
「
け

ふ
の

ひ
よ
り

に

い
く

ら

つ
も

れ

り

」
と

い

っ
た
漁
況

に
対

す

る
関
・10
が
主
題

と
な

っ
て
お
り
、
漁

具

と
し

て

の

「
簗
」

そ

の
も

の

に
焦
点

を
当

て
た

詠

み
方

と

な

っ
て

い
る
。

「
の

ぼ
り
簗
」

と

い

っ
た
専
門

的
用

語
が

用

い
ら
れ

て

い
る

こ
と

に
も
注
意

さ

れ
よ
う

。
こ

こ
に
は
漁
民

に
寄
り
添
う

よ
う

な
、
好

忠
独
特

の
視
点

が
あ
る
。

(二
)
瀬
田
川

の
簗
漁

(田
上

の
網
代
)

 

次

に
瀬

田
川

の
簗

漁

を
詠

ん
だ
歌

を
見

る
。

〔
9
〕

田
上

や
瀬

田

の
早

瀬

に
簗

さ
し

て
よ
る

と
し
な

れ
ば

う
き
寝

を

ぞ

 

す

る

(九
月

下

・
二
七

三
)

 

「
田
上
」

は
、
現

在

の
大
津

市

田
上
地

区

に
当

た

る
。

田

上

に
は
瀬

田

川

の
瀬

に
設

け
ら

れ

た
有

名

な

「
田

上

の
網
代

」
が

あ

っ
た
。

「
田

上

の

網

代
」

は
、
早

く

元
慶

七

(
八

八
三
)
年

の
太
政
官

符

に
そ

の
名

が
見

え

る
。

そ
れ

に
よ

る
と
、
近

江

国

に
は
田
上

・
勢

田

・
和
遽

・
筑

摩

の
四

つ

の
御

厨
が

あ

り
、
氷

魚

を

貢

上

し

て

い
た
と
知

ら

れ
る
。

「
延
喜

式

」
内

膳

司

に
は

「
山

城

国
、
近

江

国
網
代

氷
魚

一
処

」
と
あ

る
が

、

こ
の

「
近

江

国
網

代
」

と

は

「
田
上

の
網
代

」
を
指

し

て
お
り
、

こ
れ

に
よ

っ
て
九

月

か
ら

十

二
月
末

ま

で

に
三
十
日

、
氷
魚

を
貢
進

す

る

こ
と
が
定

め
ら

れ

て

い
た
。

 

「
田
上

の
網
代

」

を
詠

ん

だ
和

歌

に
は
、
「
月

影

の

田
上

川

に

き
よ

け

れ
ば

網

代

に
氷

魚

の

よ

る
も
見

え

け
り

」

(拾
遺

・
雑
秋

・
天
禄

四
年

内

裏

屏
風

歌

・

一
=

二
一ご

・
元
輔
)

が
あ

る
。

田
上
川

は
瀬

田
川

の
支
流

で

あ

る
。

 

さ

て

〔
9
〕

は
、

「
九

月

下
」

と

い
う

時

期

や

場

所

か

ら

考

え

る

と

「
田
上

の
網

代

」
の
様

子

を
詠

ん
で

い
る
と
思

し

い
が
、
好

忠

は

「
網
代

」

と

い
う
言

葉
を

用

い
ず

、

こ
れ

を

「
簗

」
と

し

て
詠

ん

で

い
る
。

 

和

歌

素
材

と

し

て

の
季

節
感

か
ら

い
え
ば

、
屏

風

歌

な

ど

に

お

い
て

「
簗

」

は
春

の
、

「
網

代
」

は
冬

ま
た

は

ま
れ

に
秋

の
景

物

と

す

る

の
が

一
般

的

で
あ

り
、

そ

の
意

味

か
ら
も

九
月
下

に
配
列

さ

れ
て

い
る
当
該

歌

で

は

「網

代

」

と

し

て
詠

む

の
が
適

切

で
あ

る
よ

う

に
思

わ

れ

る
。

『
毎

月
集
』

に
は
、
次

に
示
す

よ
う

に

「
網

代
」

を
詠

み
込

ん
だ
歌

が

一
首

存

す

る
が
、

こ
れ
も
九

月

に
配
列

さ
れ

て

い
る
。

〔
10
〕
網

代
守

る
宇

治

の
川
長
年

つ
も
り

い
く
そ
月

日

を
か

ぞ

へ
き

ぬ
ら

 

ん

(九

月
中

・
二
六

三
)

 

但

し
、

「
網

代

」

と

「
簗
」

と

い
う
言

葉

は
、

意
味

上

の
区
別

な
く

使

わ

れ

る
場
合

も

多

く
、

そ

の
差

異

を
明

ら

か

に
す

る

の
は

難

し

い
。

「
網

代

」

は
古

く

は
漁

具

を
指

す
も

の

で
あ

っ
た

と
思

わ
れ

る
が

、
時

代

が
下

る

に
従

っ
て
、
漁
場

や
そ

の
権
利

を
漠

然

と
示
す
用

例

が
増

え

る
。

一
方
、

「
簗

」
は
古
く

か
ら
、
漁

具
や
装

置

と
し

て

の
意
味

が
強

い
よ
う

で
あ

る
。

『毎

月
集

』

の
例

は
、
屏

風
歌

的
な

季
節
感

よ

り
も
、

む
し

ろ
、

「
網

代
」

一5一



を

漁

場
、

「
簗

」

を
漁

具

と
す

る

現
実
的

な

認
識

に
基

づ

い
て

い
る

と
考

え
る

べ
き

か
も

し

れ
な

い
。

 

少

な
く

と
も

「
田

上
」
辺

り

の
川
瀬
が

簗
漁

(網
代

)

に
適

し
た
場

で

あ

っ
た

こ
と

は
確

実

で
あ

り
、

そ
こ

で

〔9
〕

に
詠

ま
れ

て

い
る
よ

う
な

漁

の
光

景

が
見

ら

れ
た

で
あ
ろ
う

こ

と
も
容
易

に
想
像

さ
れ

る
。

 

当
該

歌

に

お

い
て
も
好
忠

は
、

同
情

と
も

い
う

べ
き
心
情

を
寄

せ

つ

つ

漁

民
的

視
点

か
ら
、

リ

ア
ル

に
そ

の
生
活

を
描

き
出

し

て

い
る
と

い
え
よ

う
。

 

と

こ

ろ

で

『
毎

月

集
』

に
は
、

既

に
示

し
た

野
洲

川

の
簗

詠

〔
7
〕
、

瀬

田
川

の
簗

詠

〔
9
〕

の
ほ

か
に
、
地
名

は
詠

み
込

ま
れ

て

い
な

い
が
、

も
う

一
首

「
簗

」

に
関

係

し
た
歌

が
存

す
る
。

〔
11
〕
川

上

に
夕
立

す
ら

し
水
屑

せ
く

や
な
瀬

の
さ
波

声
騒

ぐ

な
り

(六

 

月

上

・
一
五

七
)

 

簗

の
設

置
し

て
あ

る
川
瀬

が
増

水
す

る
さ

ま
を
詠

ん
だ

も

の
で
あ

り
、

漁

の
様
子

が
捉

え

ら
れ

て

い
る
わ
け

で
は
な

い
が
、

瀬
音

が
高

く
な

っ
た

こ
と

に
よ

っ
て
上
流

の
夕
立
を
思
う

と
い
う

、
清
新
な
感
覚

の

一
首

で
あ

る
。

 

た

だ
し
当

該

歌

に
は
、
次

に
示

す

『重

之
百

首
』

の
歌

か
ら

の
影

響
が

指

摘

さ

れ

て

い
る
。

「
や

な
瀬
」

の
波

音

を
詠

む

と

い
う
趣

向

は
、

こ

れ

に
学

ん
だ

も

の
で
あ

ろ
う
。

 

 
名

取

川
や

な
瀬

の
波

ぞ
騒
ぐ

な

る
紅

葉

や
寄
り

て

い
と
ど

せ
く

ら

ん

(重

之
集

・
百

首

・
秋

・
二
七

五
)

好
忠

は
、

『重

之

百

首
』

の
新

趣
向

に

い
ち
早

く
注

目

し
、

そ

れ
を

『
毎

月
集

』

に
応
用

し

た

の
で
あ

ろ
う
。

(三
)
鰍
漁

 

次

の
歌

は
内
容

か
ら
、

琵
琶

湖
周

辺

の
漁

業

を
題
材

に
し

て

い
る
可

能

性
が
高

い
と
考

え
ら

れ
る
も

の
で
あ
る
。

〔
12
〕
さ

》
み
つ

に
す
が

き
さ
ほ

せ
り
春

ご

と

に
鰍

さ
す

民

の
し

わ
ざ

な

 

ら

し
も

(
二
月

初

・
三

五
)

 

「
鰍
」

と
は
、

岸

か
ら
直
角

に
沖

の
方

へ
向

か

っ
て
贅

を
並

べ
立

て
、

さ
ら

に
そ

の
先
端

部
を

囲

む
よ
う

に
賓
を

設
置

し

て
魚

を
誘

い
込

む
陥

穽

漁
具

の
こ
と

で
あ

る
。

「
す

が
き
」

は
、

「
鰍
」

を
組

み
立

て

る
た

め

に
必

要

と
な

る
、

竹

や
葦

な

ど
を
編

み
上
げ

た
賓

の

こ
と

で
、

『
毎

月
集

』

夏

の
反
歌

に
も
、

〔
13
〕
川

す
が

き
立

て
た

る
人
も

な
き
人

の
流

れ

て
の
世

の

し

る
し

な
り

 

け

り

(夏

の
反

歌

・
九

四
)

 

 

 

※
底

本

は
初
句

「
か
み
す

か
き
」

と
あ

る
。
他

本

に
従

う

。

と
詠

ま
れ

て

い
る
。

 

こ

の
鰍

漁

は
、

琵
琶

湖

を
中

心

に
行

わ
れ
、

発
達

し

た
独
特

の
漁
法

で

あ
り

、

〔
12
〕
は
、
そ

の
様

子
を
題
材

に
し

て
い
る

と
考

え

ら

れ

る
。
従

っ

て
当

該
歌

も
、
琵

琶
湖

周
辺

の
地

を
念
頭

に
置

い
て
詠

ま
れ

た
も

の
だ
と

推
量

さ

れ
る
。

 

「
鰍
」

は
、

早
春

に
再
築

さ

れ
る

の
が
常

で
あ

る
と

い
う

。

こ

の
歌

に

は

「
鰍
」

を
再
築

す

る
た

め

に

「
す
が

き
」
を

準
備

し

て

い
る
光

景

が
捉

え
ら

れ

て

い
る
の

で
あ

ろ
う

。

こ
の
よ

う

に
鰍
漁
を

具
体

的

に
詠

ん

だ
歌

は
類

を
見

な

い
も

の
で
あ

り
、
実

際

の
作

業

を
見

た
者

で
な

け

れ
ば

知
り

得

な

い
風

景

を
伝
え

て

い
る

と

い
え

よ
う
。
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(
四

)

三

尾

の

浦

の

引

き

網

漁

 

次

の
二
首

に

つ
い
て
、

ま
ず

そ

の
地

名

を
検
討

し

て
み
た

い
。

〔
14
〕

み
を

の
浦

の
引

き
網

の

つ
な

の
た

ぐ
れ
ど

も
長

き

は
春

の

一
日

な

 

り
け

り

(
三
月
下

・
八
七
〉

〔
15
〕

す
く
も

や
く

み

ほ

の
浦

人
舟

な
れ

て

い
く

そ

の
夏
を

こ
が

れ
き

ぬ

 

ら

ん

(四
月

下

・
一
二
二
)

 

『大
系

均、

『
全
釈

』
は

と
も

に
、

こ
れ

ら

の
傍

線
部

を

「
三
保

の
浦
」

(駿
河

)
と
解

し

て

い
る
。

し

か
し

な
が

ら
当
時

、
駿

河

の

「
三
保

」

が

歌

枕
と

し

て
そ
れ
ほ

ど
知

ら
れ

て

い
た
と

は
考

え
ら

れ
ず
、

こ
れ

ら
が
駿

河

の
地
名

で
は
な

い
可
能
性

も

あ
る

よ
う

に
思

わ
れ

る
。

 

ま
た

『
好
忠
集

』
の
伝
本

を
代
表

す

る
古

写
本

で
あ

る

「
伝

為
相
筆

本

」

「
伝
為
氏

筆
本

」

で
は

と
も

に
、

〔
14
〕

の
傍
線

部
は

「
み
を

の
う

ら
」
、

〔
15
〕

は

「
み

ほ

の
う

ら
」

と

表
記

さ
れ

て

い
る
。

『大

系
』
、

『全

釈

』

は

こ
れ
ら
を
仮

名
遣

い
の
違

い
と
し

て
処

理
し
、

同

じ
場
所

を
詠

ん

で

い

る
と
考

え
る
が

、
そ

れ
ぞ

れ
が
別

の
場

所

で
あ

る
可
能

性

に

つ
い
て
も
検

討
す

べ
き

で
あ

ろ
う

。

 

「
み
ほ
」

「
み
を
」

の
地

名

は
各

地

に
残

る
も

の
の
、

好
忠

以
前

の
歌

枕

と
し

て
確
認

さ

れ

る

の
は
、

『
万

葉
集

』

に
見

え

る
駿

河
、

紀
伊

、
近

江

の
三

ヶ
所

に
す
ぎ

な

い
。

そ

れ
ら

の
例

を
次

に
示

す
。

bしa

盧
原
の
清
見
の
崎
の
三
保
の
浦
の
ゆ
た
け
き
見

つ
つ
物
思
ひ
も
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(万
葉

・
③
二
九
六
) 

↓
駿
河

風
早
の
三
穂
の
浦
廻
を
漕
ぐ
舟
の
舟
人
騒
く
波
立
つ
ら
し
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(万
葉

・
⑦

】
二
二
八
)
 

↓
紀
伊

 

c
 

思

ひ

つ

〉
来

れ

ど
来

か

ね
て
三

尾

の
崎

真
長

の
浦

を

ま

た

か

へ
り

 
見

つ
 

 

 

 

 

 

 

 

(万
葉

・
⑨

一
七

三
三

)

↓
近

江

 

『
万
葉
集

』

に
、

a
の
駿

河

の

「
三
保
」

は

一
例

の
み
、

b

の
紀

伊

の

コ
ニ
穂

」

は
三
例

、

C
の
近

江

の

「
三
尾
」

は

二
例
を
数

え

る
。

 

〔
14
〕

は
、

「
み
を

」
と

い
う
表

記

か
ら

す
れ
ば

、

『
万
葉

集
』

に

「
三

尾

の
崎

真
長

の
浦

」

と
詠

ま
れ

て

い
る
、
近

江

の

「
三
尾
」

を

当

て
る

の

が

ふ
さ
わ
し

い
よ
う

に
思
わ

れ
る
。

「
三
尾

」
の
地
名

は
古
く

、

『
延
喜

式
』

や

『
和
名
抄

』

に
も
見

え

る
。

こ

の
地

は
現

在

の
滋
賀

県
高

島

郡
明
神

崎

の
辺

り

と
考

え

ら
れ
、

琵
琶

湖

の
西
岸

に
位

置

す
る
。

そ

の
名

は
神
楽

歌

に
も

、

 
d
 

三
尾
が
崎

 
渡

る
隼

鳥

捕

ら
ば

 
夫

や
を
捕

ら
ば

 
瀬

田
や

お

 
け

(神
楽

歌

・

一
〇

二
)

と
見

え

て

い
る
。
ま

た
付
近

に
は
、

 

e
 

高
島

や

三
尾

の
中

山

杣

た

て

〉
作

り

か

さ
ね

よ
千

世

の
な

み
蔵

 

(拾
遺

・
大

嘗
会

風
俗

・
六

〇
五

・
不

知
)

と
詠

ま

れ
た
有

名
な
杣

山

が
あ

っ
た
。

 
後

の
例

に
な

る

が
、
紫
式

部

が
越
前

に
赴

任

す
る

父

に
従

っ
て
琵

琶
湖

を
渡

る
時

詠

ん
だ
、

次

の
歌
が

残

っ
て

い
る
。

 
 

 
近

江

の

み
つ
う

み

に
て
、

み
を
が

さ

き
と

い
ふ
と

こ

ろ

に
網

引

く

 
 

 

を
見

て

 

f
 

み
を

の
う

み

に
網
引

く

民

の
て
ま

も
な

く
た

ち

ゐ
に

つ
け

て

み
や

 

こ
恋

し
も

(紫
式

部
集

・
二
〇
)

こ

の
歌

か
ら
、

引

き
網
漁

の
行

わ

れ
る
光

景

は
近
江

の

「
三
尾

」

の
辺

り

で
よ
く

見
ら

れ

る
も

の
で
あ

っ
た

と
知

ら
れ

よ

う
。

 

ま
た

、
好

忠

の
歌
枕
使

用

で

は
、
そ

の
名

を
掛
詞

的

に
用

い
た

り
、

そ
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の
名

か
ら
喚
起

さ
れ

る
イ

メ
ー
ジ

を
利

用
し

た
り

す
る
手

法
が

よ

く
使

わ

れ

て

い
る
。

こ

こ

で
も

〔
14
〕

は
、

「
三

尾
」

の

「
尾
」

に

「
長

き
」

と

の
縁
語

的

つ
な
が
り

が
意
識

さ

れ
て

い
る
と

見

る
こ
と

が

で
き
よ
う

。

 

以
上

の
点

か
ら

こ
の
歌

も
、

一
連

の
琵

琶

湖
周

辺
詠

に
加

え

て
よ

い
の

で
は

な

い
か
と
考

え

ら
れ

る
。

『毎

月

集
』

の
琵

琶
湖

周
辺

詠

の
多

さ

か

ら
見

て

も
、

〔
14
〕

に
近

江

の

コ
ニ
尾
」

を

当

て

る

の
は
、

駿

河

の

コ
ニ

保

」
を

詠
ん

だ
歌

と
す

る
よ
り
、

妥
当

な
考

え

で
あ

る
と
思

わ
れ

る
。
当

該

歌

は
序

詞
的

に
、

琵
琶
湖

の
引

き
網
漁

の
様
子

を
詠

み
込

ん

で

い
る
歌

と
見

て
お
き

た

い
。

 

〔
15
〕
は
、

「
み

ほ

の
浦

人
」

が

巧

み

に
舟

を
操

る
情

景

を

題
材

に
、

「
漕
が

る
/
焦

が

る
」
を
掛

け

て
、
恋

の
意
味

を
重

ね

た

一
首

で
あ

る

と

解

せ

よ
う
。

と

こ
ろ
で
当
該

歌

に
詠
ま

れ

て

い
る

「
み
ほ
」

は
、

ど

の
地

を

詠

ん
だ
と
考

え

る

べ
き
だ

ろ
う

か
。
検

討

し

て
お

こ
う
。

 

a
～

c
に
挙

げ
た

万
葉
歌

と

の
内
容
的

類

似
性

を
見

る
な

ら
、
舟

を
漕

ぐ

「
舟

人
」

を
詠
ん

だ
b

が
最
も

近

い
と

い
う

こ
と

に
な
ろ
う

。
紀

伊

の

「
三
穂

」
は
、

現
在

の
和
歌

山
県

日
高

郡
美

浜
町

の
辺

り
と
考

え

ら
れ

て

お
り
、

『
万
葉

集
』

に
は

つ
つ
じ

を
詠

ん
だ

 

9
 

風
早

の
三
穂

の
浦

廻

の
白

つ

つ
じ
見

れ
ど

も
さ

ぶ
し
無

き

人
思

へ

 

ば

(万
葉

・
③

四
三

四
)

も
あ

る
。

 

「
す
く

も
や

く
」

と

い
う

言
葉

は
、

「
津

の
国

の
な

に
は
た

〉
ま
く

を

し
み
こ
そ
す
く
も
た
く

火

の
下

に
こ
が
る
れ

」

(後

撰

・
恋

三

・
七

六
九

・

紀

内
親

王
)

な
ど

に
見
え

る

「
す
く

も
た
く

」

に
拠

る
表

現

と
考

え
ら

れ

よ
う

(「
す
く

も
」

は
、
海

岸

や

湖
岸

な

ど

で
、

あ

ま
が

か
き

集

め

て
燃

や

す
葦

や
茅

な
ど

の
枯

れ
た

も

の
や
打

ち
上
げ

ら

れ
た
水

草

な

ど

の
こ

と

を

い
う
)
。

し

か
し
そ

れ
が
特

定

の
地
名

に
掛

か

る
よ
う

な

用
例

は

な
く
、

こ
れ
だ
け

で
は
場

所
を
特

定

す
る

手
が

か
り

と

は
成

り
得

な

い
。

 
判

断
材
料

が
少

な

い
が
、

こ

こ
で

は

一
応

万
葉
歌

と

の
類

似
性

か
ら
、

〔
15
〕

に
紀

伊

の

「
三

穂
」

を

当

て

て
お

く

こ

と

と

し

た

い
。

た
だ

し

『毎

月
集

』

で
は
、
同

一
の
歌
枕

を
数
度

に
わ
た

っ
て
詠

ん

で

い
る
例
も

少

な
く

な

い
の
で
、

「
み
ほ
」

と
表

記

さ

れ

て
は

い
る
も

の

の
、

こ

れ
が

〔
14
〕

と
同
じ
近

江

の

「
三

尾
」

で
あ

る
可

能
性

も
残

し

て

お
き
た

い
と

思
う

。

四
 
そ
の
他
の
琵
琶
湖
周
辺
詠

(安
曇
川
)

 
漁
業
関
係
詠
で
は
な
い
が
、
『毎
月
集
』
の
琵
琶
湖
周
辺
の
地
を
詠
ん

だ
歌
に
つ
い
て
、
鷹

μ
お
こ
う
。

〔
19
〕
筏

お

ろ
す
安
曇

の
早

川

せ
き

と
め

て
暮

れ
ゆ
く

秋
を

見

る
よ

し
も

 

が
な

(九
月
下

・
二
七
五

)

〔
20
〕
久

木
生

ふ
る
安

曇

の
川
原

の
浅

茅
生

も
残

ら
ず

霜

に
枯

れ
果

て

に

 

け
り

(十

一
月

初

・
三

一
四
)

 

「
安
曇

川
」

は

『万

葉
集

』

に

 

a
 

高

島

の
安

曇
川

波

は
騒

け
ど

も
我

れ
は
家

思

ふ
宿

り
悲

し

み

(万

 
葉

・
⑨

一
六
九

〇
)

と

い
う
歌

が
あ

る
ほ

か
、
小

異
歌

が
巻

七

に
見

え
る

の
み

で
、
平

安

期

に

は
好

忠
以

外
、

ほ
と

ん
ど
詠

ま

れ

て

い
な

い
歌
枕

で
あ

る
。

但

し

「
安
曇

の
港
」

と

い
う

形

で
は

『万

葉
集

』

に

二
例

見

え
る
。

 

「
安
曇

川
」

は
、

丹
波
山

地

の
百
井

峠
付

近

に
水
源

を

発
し

、
北

東
流

し

て
大
津

市

に
入
り

琵
琶
湖

に
ま

で
至

る
、

湖
西

第

一
の
川

で
あ

る
。
古
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来

、
簗

漁

の
行

わ
れ

た
場
所

と
し

て
有
名

で
、

ま
た

〔
19
〕

に
詠

ま
れ

て

い
る
通

り
古
代

か
ら

、
上
流

の
朽
木

谷

で
産
出

さ
れ

る
良
質

の
材

木

を
筏

に
組

ん

で
流

下
す

る
こ
と

で
知
ら

れ

て

い
た
。

 

さ

て
、
川

に

「
筏

」
を

下
す
様

子

は

『
万
葉

集
』

に
も
詠

ま
れ

て

お
り

次

に
示
す
通

り
、
屏

風
歌

な
ど

に
も
見

ら
れ

る
。
屏

風
歌

で
は
、
大

井
川

の
景
物

と
し

て
よ
く

詠
ま

れ
た
。

 

b
 

筏

お
ろ
す
杣

山
川

の
み
な

れ
樟

さ
し

て
く

れ
ど
も

あ

は
ぬ
君

か
な

 

(古

今
六
帖

・
そ
ま

・
一
〇

}
五
/

小
異
歌

、
拾

遺
集

・
六

三
九

)

 

 
 
 

大
井

川

に

い
か
だ
お

ろ
す
と

こ
ろ

に

ひ
と
び

と
あ
り

 

c
 

筏

お
ろ
し
明

け
暮

れ
く
だ

す
大
井

川

み
な

れ
そ

し
ぬ

る
よ

そ

の
ひ

 

と

さ

へ

(能

宣
集

・
屏
風

歌

・
二
三

一
)

 

 
 
 

大
井

に
、

い
か
だ
く
だ

す
、

も
み
ち

見

る
人
あ

り

 

d
 

大
井
川

筏

の
樟
も

さ
す

ま
な
く
錦

に
見

ゆ

る
波

の
上

か
な

 

 
 

(恵
慶

法
師

集

・
屏

風
歌

・
二
〇

二
)

 

好
忠

は

『
万
葉
集

』
以
来

、
詠

ま

れ
る

こ
と

の
な
か

っ
た

「
安
曇

川
」

と

い
う
歌

枕

を
詠

み
、

し

か
も

〔
19
〕

で

は
、

『
万
葉

集

』

の
安

曇

川
詠

に
は
見

ら
れ

な

い

「
筏
を

く
だ
す

川
」

と

い
う
形
容

を
用

い
て

い
る
。

こ

れ

に
は
安

曇
川

に
関

す
る
好

忠
自
身

の
見

聞

が
生

か
さ

れ

て
い
る

よ
う

に

思

わ

れ
る
。

〔
21
〕
杣

川

の
筏

の
床

の
浮

き
枕

夏

は
涼

し

き

ふ
し
ど

な
り
け

り

(五
月

 

初

・
一
三

二
)

 

さ
ら

に

〔
21
〕
の

「
杣
川

」
も

、
地
名

は

示
さ
れ

な

い
が
、

先

の

〔
19
〕

の
存
在

を
視

野

に
入
れ

れ
ば

、
安

曇
川

辺

り

の
情
景

を

詠

ん
で

い
る
可
能

性

が

あ
る

と
考

え

ら
れ

る

の
で
は
な

か
ろ
う

か
。
当

該

歌

は
労

働

民

の
生

活

に
思

い
を
馳

せ
た
、
独

創
的

な
納

涼
詠

で
あ

り
、
描

写

の
具

体

性

か
ら

見

て
、

実
景

を

ヒ

ン
ト

に
発
想

さ

れ
た
も

の
か
と
想
像

さ
れ

る
。

琵
琶

湖

の
周

辺

に
は
野
洲

川
な

ど

「
杣

川
」
と
し

て
知

ら
れ

た
河
川

が

多

い
の
で
、

こ
の
歌
も

一
連

の
琵
琶

湖
周

辺
詠

と

の
関

係

を
考

え
て

よ

い
か

と
思

わ
れ

る
。

む
す
び

 
以

上

の
よ
う

に
、

『毎

月

集
』

の
漁
業

関

係

歌

は

四
首

の

「
あ

ま
」

詠

を
除

く
と

、
琵
琶

湖

や
そ

の
周
辺

の
河
川

に
お
け

る
漁
業

に
関

係

し

て

い

る
も

の
が

ほ
と

ん
ど
を
占

め
、

そ

れ
ら

は
先
行

す

る
和
歌

に
は
認

め

ら
れ

な

い
具
体
性

、
写
実

性

を
有

し

て

い
る
。

漁
業

関
係

歌
以

外

に
も

目

を
向

け

る
と

『毎

月
集

』

の
琵

琶
湖

周
辺

詠

は
か
な

り

の
数

に
上

り
、

こ

れ
ら

の
歌

は
下

層
民

の
労
働
、

ま

た
は
労

働

の
場

を
題
材

と

し

て

い
る
も

の
が

多

い
。
し

か
も

そ
れ
ら

に
は

、
当
地

に
お
け

る
好
忠

の
見

聞

に
基

づ

い
て

い
る
と
考

え
ざ

る
を
得

な

い
特

色

が
表

れ

て

い
る

と

い
え
よ

う
。

 

こ
う
し

た
事
実

は
、

あ
る
時

期

(
お
そ
ら

く
は
好

忠
が

丹
後

橡

を
辞

し

た
後

か
ら

『
毎
月

集
』

を

成

す
ま

で
の
間

で

あ
ろ

う
)
、

好

忠

の
生

活

圏

が
近

江

の
周
辺

に
あ

っ
た

こ
と
を
想

像

さ
せ

る
。
近

江

は
京
都

か
ら
比

較

的
近

く
、

源

順

も
無
官

の
折
、

「
野
洲

の
郡
」

に
住

ん

だ

と

い
う

。

し

か

し

こ

の
点

に

つ
い
て

の
速

断

は
避

け
る

べ
き

で
あ

ろ
う
。

好
忠

の
動
向

に

関

し
て
は

、
漁
業

関
係
歌

以
外

の
要

素
も

併

せ
て
尚

、
検
討

を

続

け

た

い
。

 

『毎
月
集
』
は
、
様
々
な
形
で
先
行
文
芸
の
影
響
を
受
け
て
い
る
が
、

同
時
に
好
忠
自
身
の
作
歌
姿
勢
や
素
材
選
択
力
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
も

の
も
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
『毎
月
集
』
の
琵
琶
湖
周
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辺

詠

に

は

、

そ

う

し

た

好

忠

の
独

創

性

が

遺

憾

な

く

発

揮

さ

れ

て

い

る

と

い

え

よ

う

。

 
註

 

(
1
) 

尚
、
以
下

の
本

文
中
で
は

『
日
本
古
典
文
学
大
系

・
平
安
鎌
倉
私
家
集
』

は

 
 

 
 
『大
系

』、

『曽
禰
好
忠
集
全
釈
』

は

『全
釈
』
の
略
称
を
用

い
る
。

 

(2
) 

『大
系

』
は
、

こ
の
部
分

は
古
今
集
序

の

「
心

に
思

ふ
こ
と
を
見
る
も

の
聞

 
 

 

く
も

の

に
つ
け

て

い
ひ
出

せ

る
な
り
」

に
よ

っ
て

い
る

か
、

と
指
摘
す

る
。

 
 

 
 
「
耳

に
聞
き
 
目

に
見
る

こ
と
を
」

の
表

現
は
、
あ

る
い
は
次

の

『万
葉
集

』

 
 

 

の
長

歌
に
発
想
を
得
た

か
と
も
想
像

さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

 
 

 
 

時
ご
と

に
 

い
や
め
づ
ら
し
く

八
千
種

に
 
草
木
花
咲

き
 
鳴

く
鳥

の
 

声

 
 

 

も
変
ら

ふ
 
耳

に
聞
き
 
目

に
見

る
ご

と
に
 
う
ち
嘆

き
 
萎

え
う
ら
ぶ
れ

 
 

 

偲

ひ

つ
つ
 
争

ふ
は
し

に
 
木

の
暗

の
 
四
月

し
た
て
ば
夜
隠

り
に
 
鳴

く
ほ

 
 

 

と
と
ぎ

す
 

…

(後
略
)

 
 

 
 
 
(万
葉

・
⑲

四

一
六
六

・
大
伴
家
持
/

詠
窪
公
鳥
井
時
花

歌

 
首
)

 

(3
) 

滝

沢
貞
夫
氏

「曽
禰
好
忠
試
論
」

(『
国
文
学

言
語
と
文
芸
』
昭

四
三

・
七

)

 

(4
) 

こ
の
点

に
つ
い
て
は
、
太
田
次
男
氏

「白
居
易
文
学

が
生

れ
る
ま
で
」

(
『白

 
 

 

居

易
研
究
講
座

 
第

一
巻

』
勉
誠

社
)、

川
村
晃
生
氏

「歌
集

論
 
曽
禰
好

忠

 
 

 

集
を
例

と
し
て
」

(『国
文
学
』
平
六

・
十

一
)
な
ど
に
論

じ
ら
れ
て

い
る
。

 

(5
) 

好
忠

の

「あ
ま
」

詠
に
関
す
る
考
察

は
、
松
本
真
奈
美
氏

「曽
禰
好
忠

「
毎

 
 

 

月
集

」
に

つ
い
て
-
屏

風
歌
受
容
を
中
心

に
ー
」

(『国
語

と
国
文
学
』
平

三

・

 
 

 

九
)

に
あ
る
。

 

(6
) 

(5
)

に
同
じ
。

 

(7
) 

漁
業
関
係

の
資
料

と
し

て
渋
澤

敬
三
氏

『祭

魚
洞
篠

考
』

(昭
二
九

・
岡

書

 
 

 

院

)、

田
辺
悟
氏

『
日
本
螢

人
伝
統

の
研
究
』

(平
二

・
法
政
大

学
出
版
会
)
、

 
 

 
 
『
日
本
史
大
辞

典
』

(平
凡
社

)、
「
近
江

国
野
洲
川
簗
漁
業

史
資
料
」

(『
日
本

 
 

 

常

民
生
活
資
料
叢

書
 
第
十

八
巻
』
)
な
ど
を
参
照
し
た
。
地
名

に

つ
い
て
は
、

 
 

 
 
『大
日
本
地
名
辞
書
』

(冨
山
房
)
、
『角
川

日
本
地
名
大
辞
典
』

(角
川
書
店
)
、

 
 

 
 
『
日
本
歴
史
地
名

大
系
』

(平
凡
社
)
な
ど
を
参
照
し
た
。

 

(8
) 

松
本

真
奈
美
氏

「重

之
百
首
と
毎
月
集
」

(『国
語

と
国
文
学
』
平

四

・
十

)

 

 
 

に
指

摘
が
あ
る
。

 

(9
) 

(8
)

に
同

じ
。

 

(10
) 
「
冷
泉
家
本
」

に
は
こ
の
二
首

と
も
、
欠
脱
し

て
い
る
。

 

(11
) 

こ
こ
で
は

「杣
川
」

を
、
普

通
名
詞
と
考
え
た
が
、
琵
琶
湖

周
辺

に
は

「杣

 

 
 

川
」

の
名

を
持

っ
た
河
川
も
複
数
存
在

す
る
。

 

(12
) 

源

順
は
、
天
禄

二

(九
七

一
)
年

か
ら
天
元

二

(九
七
九

)
年
頃
、
近
江

の

 

 
 

野
洲

に

い
た
と

い
う

こ
と
が

『安
法
法
師
集
』

に
よ

っ
て
知

ら
れ

る
。

 

 
 
 
 
 

前

和
泉
守
順

の
君
の
、
官
た

ま
は
ら

で
近
江

の
や
す

の
こ
ほ

り
に
あ
る

 

 
 
 
 

に

い
ひ
や
る

 

 
 
 

世

を
う

み
に
思

ひ
な
し
て
や
ち

か
つ
え

の
や
す

の
す

ま
ひ
に
君
が

ゆ
き
け
む

 

 
 
 
(安

法
法
師

集

・
一
六
)

〔
付
記
〕
尚
、

本
稿

は
、
平
成

十
年
度
文

部
省
科
学
研
究

費
補
助
金

に
よ

る
研
究
成

果

の

一
つ
で
あ
る
。

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

(か
ね
こ
 

ひ
で
よ
)
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