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『
俊
頼
髄
脳
』
の
題
詠
論
の
両
義
性

伊

倉

史

人

 

『俊

頼
髄

脳
』

の
題

詠
論

は
直
接

間
接

を
問

わ
ず

こ
れ

ま
で
多

く

の
研

究

者

に
よ

っ
て
考

察

の
対

象

と
し

て
取

り
上
げ

ら
れ

て
き

た
。
稿
者

も
本

誌

第

二
十

四
号

(平
成

八
年

=

一月

)

で
再
検

討
を
試

み
た

(
「
『俊

頼
髄

脳

』

の
題

詠
論

に

つ
い
て
」

以
下

「
前

稿
」
)

が

、

そ

の
後

も

錦
仁

氏

に

よ

る

「
『
俊

頼
髄

脳
』

の
再

検

討
ー
結
題
の
詠
歌
方
法
を
め
ぐ
っ
て
ー
」

(
『
和

歌

文

学

の
伝

統
』

所
収

・
平

成
九
年

八

月

・
角

川
書
店

)

が
、

ま
た
近

く

は
家
永

香
織

氏

に
よ

る

「
『俊

頼
髄

脳
』

題
詠
論

小
考
1
俊
頼
の
結
題
の
検
討

を
通
し
て
ー
」

(
国
文
第

八
十
九

号

・
平
成

一
〇
年

七
月

)
が

発
表

さ

れ
、

改

め
て

『俊

頼
髄

脳
』

の
題

詠
論

の
問

題

の
深

さ
、

大
き

さ
を
実

感

し

て

い
る
。
拙
稿

を
含

め

た

こ
れ
ら

三

つ
の
論

は
、

そ

れ
ぞ
れ
結

論

を
異

に
す

る
も

の
の
俊

頼
自

身

の
理
解

を
問

題

に
し

て

い
る
点

で
共

通
す

る
。

 

 

大
方
寄

を

よ
ま

む

に
は
、
題

を
よ

く
心
得

べ
き
な
り
。

題

の
文
字

は

 

 

三
文
字

四

文
字
若

は
五
文
字

あ

る
を
、
必

よ

む

べ
き
文

字

、

か
な
ら

 

 

ず

し
も
よ

ま
ざ

る
文
字

、

ま
は
し

て
心

を
よ

む

べ
き
文
字

、

さ

〉
え

 

 

て
あ

ら

は

に
よ
む

べ
き
文
字

あ

る
を

よ
く
心

得

べ
き
な

り
。

心
を

ま

 

 

は

し
て

よ
む

べ
き
も

じ
を

、
あ

ら
わ

に
よ

み
た

る
も
わ

う
し
。

た

ゴ

 

 
あ

ら

は
に
よ

む

べ
き
も

じ
を
、

ま

は
し

て
よ

み
た
る

も
く

だ
け

て

わ

 

 

う
し
。

か
や
う

の
事

は

な
ら

ひ

つ
た
ふ

べ
き

に
も
あ

ら
す
。

た

ゴ
我

 

 

か
心
を
得

て
可

覚
也

。
題

を
も

よ

み
、
其
事

と

な
か

ら

む
お
り

の
寄

 

 

は
、
思
ば

や

す

か
る

べ
き
事
也

。

 

周
知

の
ご

と
く

こ

の
題

詠
論

は

一
般
的

に

「結

題
」

の
詠

法

に
関

す

る

所

説

と
認
識

さ

れ
て
き

た
。

し

か
し
、
稿

者

は
前

稿

で
、
俊

頼
自

身

が

こ

の
題
詠

論
を

「
素

題
」

の
場
合

に
当

て
は
め

て

い
る
こ
と

を
指

摘

し
た
。

詳

細

は
前
稿

を
参

照
し

て

い
た
だ

く

こ
と
と

し
て
単
純

化

を
恐

れ
ず

い
え

ば

、

そ

の
根

拠

と
し

て
、
ま
ず

、
題

詠
論

の
後

に
続

く
題

の
詠

み
方

の
具

体

例

を
記

し
た
部

分
が

『
堀

河
百
首

』

や

『永

久
百
首

』

の

「
素
題

」

を

も

と

に
書

か
れ

て

た
も

の

で
あ

る

こ
と

を
挙

げ

た
。

ま
た

、

「素

題

」

で

あ
り

な
が

ら
題

の
文
字

を

ま
わ
し

て
詠

ん

で

い
る
歌

を
引

用

し
、

そ
れ

を

 

 

コ
レ
ラ

バ
詩

ノ

コ

・
ロ
ト
ゾ

ウ

ケ
タ

マ
ハ
ル
。

詩

ハ
題

ノ
文
字

ヲ

バ

 

 

ス

エ
デ

、

コ

・
ロ
バ

ヘ
ヲ

シ
テ
、
題

ヲ

マ

ハ
ス

モ
ノ
ナ

レ
バ
、

ソ

レ

 

 

ヲ

マ
ネ
ブ

ナ

メ
リ
。

ソ

レ
ヲ

シ
ラ
ヌ
人

バ
カ

タ
ブ

キ
ヲ

モ
フ
ナ

ル

ベ

 

 

シ
云

云

と
説

明

す
る
記

述

(前

稿

で
は
題

詠
論
②

と
し

た
)
が

『
俊

頼
髄

脳
』

の

あ

る
種

の
伝
本

(
「
唯
独

自

見
抄

」

と
呼

ば

れ

る
伝

本

群
)

に
見

ら

れ
る
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こ
と

を
指
摘

し

た
。
更

に
、
基

本
的

に

「素

題
」

か
ら

な
る

『
堀
河

百
首
』

と

『永

久
百

首
』

の
俊

頼
詠

に
、

題

の
文

字
を
直

接
詠

ま
ず

ま
わ

し

て
詠

む
歌

が
他

の
歌
人

に
比

し

て
際
だ

っ
て
多

い
点
を

挙
げ

た
。

 

た

だ
、

こ
の

よ
う

に
題
詠
論

を

「
素
題
」

に
適

用
し

て

い
る
と
考

え

た

の
で

は
あ

る
が
、

一
方

で
従
来

の
解

釈
、

す
な

わ
ち

『俊

頼
髄

脳
』

の
題

詠

論

は

「
結

題
」

の
詠

法
を
説

い
た
も

の
と
し

て
理
解

す

る
こ
と

を
否
定

し
て

い
た

わ
け

で
は
な

か

っ
た
。

そ

の
こ
と
は
前
稿

で
は

『俊

頼
髄

脳
』

の
題
詠
論

に

「
結
題

」

と

い
う

「
限

定

は
な
じ

ま
な

い
」
と

い

っ
た
り
、

題

詠
論

を

「執

筆

し
た
時

点

で
は
」

俊
頼

に
は

「結

題

」
と

い
う
意

識

は

な

か

っ
た
と

い

っ
た
表

現

に
含

意

し
た

つ
も
り

で
あ

っ
た
が
、

や

は
り
前

稿

を
読

む
限

り

で
は
、
稿

者

の
見
解

は
俊
頼

は

「
結
題

」

に
は
当

て
は

め

て

い
な
か

っ
た
と
解

さ

れ
も
仕

方
が

な

い
短

絡

し
た
書

き
方

に
な

っ
て

い

る
こ

と
は
否

め
な

い
。

そ

こ
で
、

こ
こ

で
改

め

て
稿

者

の
態
度

を
明

確

に

し

て

お
け
ば
、
俊

頼

自
身

は
題

詠
論

を

「
結

題
」

を
対
象

に
限

定
し

て

い

た

の
で

は
な
く

、

「
素

題
」

を
も

含

む
形

で
広

く
題

詠

に

つ
い
て
説

い
て

い
た
と
考

え

た

い
。

 

『俊
頼

髄
脳

』

の
題
詠

論

を
理
解

す

る
場

合
、
後

代

の
歌
学

書

の
記
述

を

援
用

し
て
理
解

す

る

こ
と

が
多

い
の

で
あ

る
が
、

前
稿

で
は
そ
う

し

た

方

法

は
と
ら
ず

『俊

頼
髄

脳
』
内

部

の
記
述

(伝
本

間

の
本
文

異
同

を
含

む
)

と
俊

頼

の
和

歌

か

ら
そ

れ
を
探

ろ
う

と
し
た
。

後
代

の
歌

学
書

等

の

理
解

と
は
何

か
異
質

な

も

の
を
俊

頼

の
中

に
感
じ

て

い
た

の
で
あ

り
、

そ

れ

を
明
確

に
す

る
た

め

に
は

か
え

っ
て
後
代

の
理
解

は
障

害

に
な

る
と
考

え
た

の
で
あ

る
。
た

だ
、

俊
頼

の

「
結
題
」

詠
を
考

察

の
対
象

か

ら
外

し

た

こ

と
に
関
し

て
は
作

為
的

で
あ

る

と
疑
念

を
抱

か
れ

て
も
仕

方
な

い
。

や

は
り
、
未
検
討

の
ま
ま
に
し
た
理
由

を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。

二

 

 

例

え
ば

、
次

に
挙

げ

る

『散
木

奇
歌
集

』

の

「
結

題
」

詠

を

ど
う
解

釈

す

れ
ば

よ

い
で
あ

ろ

う

か
。

(
以
下
和

歌

の
引

用

は
新
編

国

歌

大
観

に
拠

る
)
。

A
 

白
川

の
よ
ど

み

に
や
ど

る
月

み
れ
ば

な

び
く

た
ま
も

ぞ

く

も
と

な
り

 

 

け

る

(
四
七
九

・
水

上
月

)

B
 

桜
花

お
の
が

も
ろ

さ

の
ゆ
ふ
ば

え

に
心

を

さ

へ
も

ち
ら

し

つ
る

か
な

 

 

(
=

二
二

・
花

下

日
暮

)

C
 

心
あ

ら
ば

と

は
ま

し
も

の
を
梅

の
花

た

が
里

よ
り

か

に
ほ

ひ
き

つ
る

 

 

と

(五

三

・
梅

花
遠

薫
)

D
 

春

ぞ
と

は
霞

に
し

る
し
鶯

は
花

の
あ
り

か
を

そ

こ
と

つ
げ

な

ん

(四

 

 

四

・
鶯
告

春
)

E
 

き
く

こ

そ
は
契

り
も

あ
り

て
さ
き

そ
め

め
し
も

さ

へ
い
か

で
け

ふ
を

 

 

し

る
ら

ん

(五

四

二

・
菊
帯

霜
)

F
 

あ
じ

う

に
は
月

の

ひ
か
り

も
あ

る
も

の
を
な

に
ま
す

ら

を

の
か
が

り

 

 

た
く

ら

ん

(六

〇
七

・
月

照
網
代

)

G

 
ち
り

つ
も

る
花

こ
そ

い
は

に
よ
ど

む
と

も

か
は
な
が

れ

て
や

せ

に
か

 

 

を

る
ら

ん

(
五
六

・
梅

花
落

水
)

H
 

お

ひ
か
ぜ

に
も

ど

る
も
た

ゆ
し
郭

公

い
ざ

た

か
さ
ご

の
松

の
木
ず

ゑ

 

 

に

(
二
四
九

・
船
中
郭

公

)

 

A

、

B

の
用

例

は

一
見

し

て
題
中

の

「
上
」

「
下

」

の
文

字

は
詠

ま

れ

て

い
な

い

こ
と
が

わ
か

る
だ

ろ
う
。
題

詠
論

中

の

「
か
な
ら
ず

し
も

よ
ま

ざ

る
文

字

」

に
当

た
る

と
考

え

ら
れ

る
。

こ
の
点

『
散
木
奇

歌

集

』
中

の

「
結

題
」

詠
を

検
討

さ
れ

た
家
永

氏
も

、

一12一



①

「上

」
「
中

」
「
下

」

な
ど
位

置
を
表

す
文

字

は
ほ

と
ん

ど
詠

ま
れ

る

 

 

こ
と
が
な

い
。

と

い
う
原

則

に
ま

と
め

て

い
る
。

確

か

に
家

永
氏

の

い
う

よ
う

に

『
散

木

奇

歌
集

』
全
体

を
見
渡

し

て
も

こ
れ

ら

の
文

字

を
詠

ん
だ
例

は

ま
ず
見

あ

た
ら

な

い
。

 

更

に
家

永
氏

は
俊
頼

の

「
結
題

」
詠

の
分

析

か
ら
次

の
二
点
も

指
摘

す

る
。

す
な
わ

ち
、

 

②
形

容
詞

・
形
容
動

詞

・
動
詞

な

ど
題

の
本
意

と
関

わ

る
文
字

は
間

接

 

 
的

に
表
現

さ
れ

る
傾
向

に
あ

る
。

 

③

題

の
核

と

な

っ
て

い
る
季

題
部

分

や

「
雨
」

「
雲

」

な
ど

単
独

で
歌

 

 
題

に
な
り
得

る
文

字

は
直
接

的

に
表
現

さ

れ
る
。

と

い
う

二

つ
の
原
則

で
あ

る
。

で
は
、

こ
こ
で

C
～

H

の
歌

に

つ
い
て
も

右

の
原

則
を
参

照
し

つ
つ
検

討

す
る

こ
と

に
す

る
。

 

ま

ず

C

の
歌

で
は
、

歌

題

「
梅

花

遠

薫

」
中

の

「
遠
」

と

い
う

文

字

(形
容

詞
)

は
直
接

は
詠

ま
れ
ず

、

下
句

「
た

が
里

よ
り

か

に
ほ

ひ
き

つ

る
」

と

い
う
部

分

に
ま
わ

し

て
表

現

さ
れ

て

い
る
。
稿

者

は
精
査

し

た
わ

け

で
は
な

い
が
、
俊
頼

の

「
結
題

」

詠

に
は
ほ

ぼ
②

の
傾
向

を
見

て
取

る

こ
と
は
可
能

で
あ

ろ
う
。

そ

の
点

D

の
例

は
歌
題

中

の

「
告
」

と

い
う
文

字

(動

詞
)
を

そ

の
ま
ま

あ
ら

わ

に
詠
ん

で

お
り
、
②

の
傾

向

か
ら
外

れ

て

い
る
。
家
永

氏
も

こ

の
歌
を
原

則

か
ら
外

れ

た
例

と
し

て
取

り
上
げ

て

い
る
。

 

次

に
E

の
歌

は
③

で

い
う
よ

う

に

「
菊
帯

霜
」

と

い
う

歌
題
中

、
核

と

な

る
文
字

の

「
菊
」
、

ま
た

季
題

で
も
あ

り
、

単

独

で
歌

題

と
も

な

り
得

る

「
霜
」

(
『堀

河
百

首
』

題
)

と

い
う
文
字

も

直
接

的

に
表
現

さ

れ
て

い

る
。

F

の
場
合

も

同

じ

で
、

核

と

な

る

「
月
」
、

単

独

で
歌

題

と
も

な

る

「
網
代

」

(
『
堀
河

百
首
』
題

)
と

い
う
文

字
が

あ
ら

わ

に
詠

ま

れ
て

い
る
。

こ

の
原

則
も
俊

頼

の

「結

題

」
詠

の
大
半

の
用
例

に
当

て

は
ま

る
。

 
だ

が
、
原

則

か
ら
外

れ

る
用
例

も
当

然
あ

る

の
で
あ

っ
て
、
例

え
ば

G

の
歌

で
は
歌

題
中

の

「
梅
」

と

い
う
文

字

は
詠

ま
れ
ず

、
単

に

「
花
」

と

の
み
詠

ま

れ

て

い
る
。

「
香

」

(
「
川
」

と

の
掛

詞

か
)
、

「
薫

る
」

と

い
う

語
を

用

い
る

こ
と

に
よ

っ
て
そ

の

「
花

」
が

「
梅

」

で
あ

る

こ
と
を
表

現

し
た

の
で
あ

ろ
う
か
。

ま

た
H

の
歌

は
、

や
は

り
季
題

で

は
な

い
が
単

独

で
歌
題

と

な
り
得

る

「
船
」

(
『永

久
百

首
』

題

)
と

い
う
文

字

が
詠

ま
れ

て

い
な

い
。

「
お

ひ
か
ぜ

に
も
ど

る

も

た

ゆ
し
」

の
部
分

で

「
船

」
中

で

あ

る
こ
と

を
表

し

て

い
る

が
、
多

分

に
歌
題

に
寄

り
掛

か

っ
た
詠

み
方

に

な

っ
て

い
る
。

 

さ
て
、

以
上

見

て
き
た

八
例

で
は
、

A
、

B

、
C
、

E
、

F

の
歌

は
先

の
①
～

③

の
原
則

に
当

て
は
ま

る
用
例

で
あ

り
、

D
、

G
、

H

の
歌

は
そ

う

し
た
原

則

か
ら
外

れ

て

い
る
と

い
う

こ
と

に
な

ろ
う

か
。

 
稿

者

は
家
永

氏

に
よ

る
俊

頼

の

「結

題

」
詠

の
分
析

結

果

に
特

に
異
論

は

な

い
。

し

か
し
、
次

の
よ
う

な
結
論

に
同

意

す

る
こ
と

に

は
躊

躇

し

て

し

ま
う
。

氏

は
先

の
三

つ
の
原

則
を
挙

げ

た
上

、
続

け

て

「
こ
れ
ら

は

か

な

り
整
然

と
区

別

さ
れ

て

い
た
の

で
あ

り
、
ど

の
よ
う
な
文

字

を
ま

わ
し

て
詠

む

べ
き

で
、

ど

の
よ
う
な

文
字

を
あ

ら

わ

に
詠

む

べ
き

か
と

い
う
原

則

が
、
俊

頼

の
中

で
明
確

に
意

識

さ
れ

て

い
た

こ
と
が
窺

え

る
」

と
述

べ

て

い
る
。

こ
の
結
論

の
中

で
稿
者

が
気

に
な

る

の
は

「
整
然

と
区
別

さ
れ

て

い
た
」

と

い
う
点

で
あ

り
、

俊
頼

が

三

つ
の
原
則

を

「
明
確

に
意

識
」

し

て

い
た
と
述

べ
て

い
る
箇
所

で
あ

る
。

例

え
ば
、

先

の
C

の
歌

は
分
析

し
て

み
れ
ば
②

の
原

則

に
従

っ
て

い
る

よ
う

に
見

え
る
。

し

か
し
、

俊
頼

が

意
識
的

に

「
遠

」
と

い
う
文

字

を
ま

わ
し

て
詠

ん
だ

の
か
、

結
果

と

し
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て
そ
う

な

っ
た

の
か

(す

な
わ

ち
無
意
識

の
う

ち

に
)

と

い
う

こ
と
は
実

は
誰

に
も
わ

か
ら
な

い
こ
と
な

の

で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

E
と
F

の
歌

も

同

様

で
あ

る
。

こ

の
二
首
を

「
明
確

」

に
原

則
③

を

「意

識
」

し

て
詠
ん

だ

と
す

る
根
拠

は
ど

こ

に
あ

る

の
か
。

 

『
俊
頼

髄

脳
』

(題

詠
論

)

の
成

立
時

期

と
各

「
結
題

」
詠

の
詠
作

時

期

の
先
後

関
係

の

こ
と
を
考
慮

に
入
れ

る
必
要

が
あ

る

と

い

っ
て

い
る

の

で
は

な

い
。

『
俊

頼
髄

脳
』

成

立

以
前

の
詠

で
あ

る

か
ら
、

す

な
わ

ち
題

詠

論

の
構

想
を
未

だ
持

ち
得

な

い
時

期

の
歌

で
あ

る

か
ら
原
則

を
意
識

す

る
こ
と

は
不
可
能

で
あ

り
、
成

立

の
後

で
あ

る

か
ら
意
識

的

で
あ

る
と

い

う
説

明

は
無
意
味

で
あ

る
。
稿

者

が

い

い
た

い
の
は
、

た
と
え

『
俊
頼

髄

脳

』

(題
詠

論
)

の
成

立
以
後

に
詠

ま

れ
た

「結

題

」
詠

を
分
析

し

て
も
、

容

易

に
俊
頼

の
意

識

ま
で
を
問

う

こ
と

は

で
き
な

い
の
で
は
な

い
か
と

い

う

こ
と

で
あ
る
。

 
例

え
ば
、

あ

る
新

奇

な
歌
語

や
珍

し

い
歌
枕

等
が

歌

に
詠

ま

れ

て

い
る

場
合

、
作
者

が
そ

れ
ら

の
歌
語

、
歌
枕

を

選
択

し
表

現
し

な

い
限

り
自

然

に
詠

ま
れ

る

こ
と
は
ま
ず

な

い
と
考

え

ら
れ

る

の
で
そ

こ

に
作
者

の
意

図

を

読

み
と

る
こ

と
は

で
き
よ

う
が

(
そ
れ

す

ら
厳
密

に
は
危

う

い
が

)
、

先

の
よ
う

な
例

の
場

合
、

作
者

の
意

志
を

ど

こ
ま

で
読

み
と
る

こ
と
が

許

さ

れ

て
い
る

の
で
あ

ろ
う
か
。

 
和

歌
を
解

釈
す

る
と

き

に
、

そ

の

}
首

に
方

法
を

読

み
と
ろ

う
と

す
る

し
、

ま
た

そ
れ

は
不
可
避

的

な

こ
と

で
あ

ろ
う

。
作

品
を
読

む

こ
と

は
方

法

を
読

み
と
る

こ
と
だ

と

い

っ
て
も
よ

い
。
だ

か
ら

、
稿
者

は
分

析
的

な

方
法

を
否
定

し

て

い
る
の
で

は
な

い
。

た
だ
、

分
析
結

果

は
あ

く
ま

で
も

分
析
結
果

に
留
ま
る

こ
と
を
認
識

し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
思
う

の
で
あ

る
。

 
先

の
A
～

H

の
歌

を
含

め
俊

頼

の

「
結

題
」

詠
を

分
析

す
れ
ば

あ

る
原

則
が

見
え

て
く

る
し
、

ま

た
確

か

に
俊

頼
が

意
識
的

に
そ

の
原
則

に
従

っ

て

い
る
よ

う

に
も
見

え

て
く

る
。
が

、

『
俊
頼

髄

脳
』

の
題

詠

論

を
俊

頼

の

「結

題
」

詠

に
当

て
は
め

て
分
析

し

た

の
は
他

な
ら

ぬ
稿

者
自

身

で
あ

り
、

ま
た
家

永
氏

自
身

で
あ

る
。
原

則

を
導

き
出

す
以
前

に
、
既

に

『
俊

頼

髄
脳

』

の
題
詠

論

と

い
う

原
則

を
俊
頼

の

「
結
題

」
詠

に
投
げ

入

れ

て

し
ま

っ
て

い
る

こ
と
を
忘

れ

て

は

い
け

な

い
。

 

家
永

氏

が

い
う

三

つ
の
原
則

は
、

普
段

か
ら
体
系

的

に
意

識

さ
れ

て

い

る
も

の

で
は
な
く

、
例

え
ば

こ

の
文

字

は
あ

ら
わ

に
詠

む

べ
き

か
、

ま
わ

し

て
詠

む

べ
き

か
と
問

わ
れ

た
時
、

あ

る

い
は
自
問

し
た

時

に
は
じ

め

て

意

識

で
き

る
類

の
原
則

な

の
で
は

な

い
だ

ろ
う

か
。

も

ち

ろ
ん
、

ま

わ
し

て
詠

む

こ
と
を
方

法
的

に
意
識

し

て
和
歌

を

詠
む

こ
と

は
あ

っ
た
と
思

う

が
、
本

来
和

歌
を

詠

む
と

い
う

こ
と
は
、

作
者

に
す
ら
ど

う

詠

ん
で

し
ま

う

の
か
わ

か
ら
な

い
不
透

明
な
行

為

と
し
て
あ

る
の
で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

三

 

 

そ
も

そ
も

『
俊
頼

髄
脳

』

の
題
詠

論

の
よ

う
な
理

論

の
成

立
を

考

え
た

場

合
、

す

べ
て

の
実

作

に
先
行

し

て
成
立

す

る

こ
と
は
考

え

ら
れ

な

い
。

積

み
重

ね
ら

れ
た
過

去

の
用
例

を
分

析

す
る

こ
と

に
よ

っ
て
帰

納
的

に
導

き
出

さ
れ

る
性
質

の
も

の

で
あ
り
、

そ

れ
は
誰

も
が

従
う

べ
き
原

則

で
は

な
く
、

一
般
的

な
規

則
性

を
述

べ
て

い
る
だ

け
な

の
で
あ

る
。

つ
ま

り
、

俊
頼

が

『俊
頼

髄
脳

』

に
題
詠

論
を

書
く

以
前

に
も

、
歌

人
達

は

そ

こ

に

書

か

れ
て

い
る
よ

う
な

詠

み
方

を
既

に
方

法
的

に
し
て
き

た

、
換

言

す
れ

ば

明
文

化

さ
れ

て

い
な

く

て
も

〈
題

詠
論

〉

は
既

に
存
し

て

い
た

の
で
あ

り
、

そ

し

て
俊

頼

が
行

っ
た

の
は
そ

う
し

た

〈
題
詠
論

〉

に
明

確

な
輪
郭

を
与

え

た
だ

け
な

の

で
あ

る
。
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よ

っ
て

「
結

題
」

詠

を
分

析

し

た

こ
ろ

で
、

『俊

頼

髄

脳
』

の
題

詠

論

を
知

っ
た
後

で
あ

る

か
ら
そ

こ
で
説

か
れ

て

い
る
詠
法

に
従

っ
て
詠

む

こ

と
が

で
き
る
よ

う

に
な

っ
た

の
か
、

あ

る

い
は
題
詠
論

を

知

っ
た

こ
と

と

は
全

く
無

関
係

に
詠

む
こ

と
が

で

き
た

の
か

と

い
う

こ
と

を
厳
密

に
区
別

す

る

こ
と

は

で
き
な

い
。

『
俊
頼

髄

脳
』

の
題

詠

論

を
歌

人
達

に
先
験

的

に
与

え

ら
れ
た

も
の
と

見
な

い
ほ
う

が

い

い
。

 
家

永

氏

は
か

つ
て

「
為

忠
家

両
度

百
首

に

つ

い
て
ー
初
度
百
首
か
ら
後
度

百
首

へ
の
展
開
1
」

(国
語

と
国

文

学
67
1

8

・
平
成

二
年

八
月
)

で
、

『
為

忠
家

初
度

百
首
』

の

四
季
部

の
歌
題

の
骨
格

部

分

は

『
堀

河
百
首

』

に
依

拠

し
、
更

に
そ

の
歌

題

の
上
句

に
付

加

さ
れ
た
時

間
的

、
空

間
的

限
定

を

表

す
語

も
多

く

は

『堀

河
百
首

』

の
歌

の
内

容

に
そ

の
発
想

の
源
が

あ

る

の
で
は
な

い
か

と
考

察

さ
れ

た
。
例

え
ば
、

こ
れ
は
家

永
氏

が
挙

げ

て

い

る
例

で
あ

る
が
、

「
海

路
霞

」
題

に
関

し

て

い
え
ば

「
霞

」

は

『
堀

河
百

首
』

題

で
あ
る

と

い
う

こ

と
だ
け

で
は

な
く
、

上
句

に
あ

た

る

「
海

路
」

に

つ
い
て
も

『堀

河
百
首

』

の

「
霞

」
題

詠

に
見
え

る
、

 
 

春
霞

し
か

ま

の
海

を

こ
め

つ
れ
ば

お
ぼ

つ
か
な

し
や

あ
ま

の
と

も

ぶ

 
 

ね

(三
=
丁

公
実

)

 
 

な

み
た
て

る
松

の
し
づ

え
を

く
も

で

に
て
霞

わ
た
れ

る
天

の
は
し
だ

 
 

て

(
四
〇

・
俊

頼

)

と

い

っ
た
も

の
が
そ

の
発
想
源

に
な

っ
て

い
る

の
で
は
な

い
か
、
と

い
う

の
で
あ

る
。

同
様

に
、
家

永
氏

は

「
沢
辺

春
駒

」

「古

劒
董

菜

」
「
閑

居
埋

火
」

「
閑
中
春

雨
」

「
沼
水

杜
若

」

「
江
中
菖

蒲

」
「
門

田
早

苗
」

「
摘
根

橦
」

「
閨

中

霰
」

「
深
山

炭

竈
」

な

ど

の
題

も
設

定

に
あ

た

っ
て
は

『
堀

河
百

首

』

の
歌

が
参
考

に
さ
れ

て

い
た
可
能
性

が

あ
る

と

い
う

。

こ

の
家

永
氏

の
考

察

は
興
味

深

い
。

そ

れ
は
、
氏

の
出

し

た
結
論

は
次

の
よ
う

に
言

い

換

え

る

こ
と

も

で
き

る

か
ら

で
あ

る
。

す

な
わ

ち
、

『
初

度

百
首

』

の
設

題

者

は

「
素
題

」
を

詠
ん

だ

『堀

河
百

首
』

の
和

歌
を

分
析

し
、

そ

こ

か

ら

『初

度
百

首
』

の
四
季

題

に
相
当

す

る

「
結

題
」

を
抽

出

し
た
、

と

。

こ
れ

は

「
結

題
」

を
和
歌

に
詠

む

こ
と
と
表

裏

一
体

の
行

為

で
あ

る
。

 

題

詠

の

手
引

き
書

と

し

て
利

用

さ

れ

た

と
思

し

き

『
和

歌

一
字

抄
』

(以
下

『
=
子
抄
』
)

に
は
多

く

の

「
結
題

」
詠

が
集

め
ら

れ

て

い
る

が
、

試

み
に

『
一
字
抄
』

中

の
数
人

の
歌

人

(経
信

・
匡

房

・
顕
季

・
俊

頼

・

基
俊
)

の
歌

に

つ
い
て
、

そ
れ

ぞ

れ

の
家
集

で
も
同

じ
歌

題

で
あ

る

か
ど

う
か
比
較

し

た
と

こ
ろ
、
僅

か
二
首

で
あ

る
が

次

の
よ
う

な
例

を
見

つ
け

る

こ
と
が

で
き
た
。

例

え
ば

、

『
一
字

抄
』

に
と
ら

れ
た
俊

頼

の

「
結
題

」

詠
は

『
散
木

奇
歌
集

』

の
詞
書

に
見

ら
れ

る
歌

題

と
比

べ
て

み

て
多

少

の

字

句

の
異

同

を
除

け
ば

ほ
と

ん
ど

一
致

す

る

の

で
あ

る
が
、

『
一
字

抄
』

下
巻

の

「
閉

」

の
標

目

に
見
え

る

「氷

閉
池

水

」

と

い
う

題

の
俊
頼

詠

、

 

 

よ
も

す
が

ら
ま

の
の

か
や
原

さ
え

さ
え

て
池

の
汀
も

氷

り
し

に
け

り

 

 

(八

一
九
)

は
、

『散

木
奇

歌
集

』
で
は

「
池

の
氷

と

い

へ
る
事
を

」

(冬

部

・
六

四
九

)

と

い
う
詞

書

が
付

さ

れ

て

い
る
。

『
】
字
抄

』

の

「
閉
」

の
標

目

に
は

右

の
歌

以
外

に
二
首

の
歌

が
採
ら

れ

て

い
る
が
、

両
首

と
も

ま

た
俊
頼

の
歌

で
あ

る
。
そ

れ
ら

二
首

は

『
一
字

抄

』

で
は

「氷

閉
水

鳥
」
、

「氷

閉

河
水

」

と

い
う

歌
題

で
採

ら

れ
、

『
散

木
奇

歌

集
』

で
も
同

じ

歌
題

で
冬

部

(
六

四
五

、
六

四
八
)

に
見

ら

れ

る
。

「
清
輔

」

は

『
一
字
抄

』

を

編
纂

す

る

時

に

『
散
木

奇
歌
集

』

か
ら
六

四

五
番
歌

と
六

四

八
番
歌

の

「
閉

」

と

い

う
字

の
用

い
ら

れ
た

二
首

を

ま
ず
抜

き
出

し

た
が
、

そ

の
際

に
用
例

の
確

保

の
た

め
六
四

九
番
歌

も

「結

題

」
詠

と
し

て
載
録

し

た

の
で

は
な

い
だ

ろ
う

か
。
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又

=

字
抄

』
上

巻

「
早
」

の
項

に

「
時
鳥

早
過

」
と

い
う
題

で
見

え

る
匡
房
議

・

 

 
あ

ま

の
か
る

い
そ

ら
が
崎

の
な

の
り
そ

の
な

の
り
も

は

て
ぬ
時
鳥

か

 

 
な

(
二
六

一
)

は
、

『江

帥
集
』

で
は

「
ほ
と

と
ぎ

す
、

お
そ

く
な

く
と

し
」

(
五
〇
)

と

い
う
詞

書

が

あ

り
、
本

来

は
題

詠

歌

で

は
な

い
よ
う

だ
。

こ

の
歌
、

『
江

帥
集
』

で
は
夏

歌

の
は

じ
め

に
置

か
れ
、

夏

に
な

っ
て
も

な

か
な
か
鳴

か

な

い
郭

公

を

詠

ん
だ

も

の

で
あ

る
が

、

『
一
字

抄
』

の
歌

題

で

は
歌
意

は

異
な
り
、

鳴

き
終

わ
ら

な

い
う

ち

に
近
く

を
飛

び

す
ぎ

て
行

く
様

を
詠

ん

だ
も

の
と
な

り
郭
公

詠

と
し

て
は
珍

し

い
歌

と
な

る
。

こ
の
辺

り

の
読

み

変

え

は
や
は

り
用
例

確
保

の
た
め

の
載
録

時

に

お
け
る

「清

輔
」

の
意

図

的

な
所
為

で
あ

ろ
う

か
。

 

右

の

=

字

抄
』

の
二
例

は
先

の

『初

度
百

首
』

の
例

と
そ

の
目
的

は

異
な

る
が
、

「
結

題
」

詠

で

は

な

い
歌

か
ら

「
結

題
」

を

抽
出

す

る
と

い

う
点

で
共

通
す

る
。

 

ま
た
、

『
金
葉

集
』

に
も

同

じ
よ
う

な
例

が

見
え

る
。

『金

葉
集

』

の
秋

部

に
、

「
野
花
帯

露

と

い

へ
る

こ
と
を

よ

め
る

」
と

い
う
詞
書

で
、

 

 
し

ら

つ
ゆ
と
人

は

い

へ
ど

も
野

辺

み
れ
ば

お
く

は
な
ご

と

に
色
ぞ

か

 

 

は
れ
る

(二

二
七
)

と

い
う
肥
後

の
歌
を

載

せ
る
が

、
実

は

こ
れ

は

『堀

河
百
首

』

に
お

い
て

「
露
」

題

で

よ

ま

れ

た

歌

(
七

三

四
)

で
あ

る
。

『
堀

河

百

首

』

詠

を

『
金
葉
集

』

に
入
集

さ

せ
る
際

に
、

歌
題

を
変

え

て
し
ま

う
例

は
他

に
も

見

る
こ
と

が

で

き
る
。

た

と

え
ば

、

『金

葉

集

』
冬

部

の

「
神

楽

の
心

を

よ

め
る
」

と

い
う
詞

書
を
持

つ
師
時

の
歌

は

『
堀
河

百
首
』

の

「
霜
」

題

の
歌

で
あ

る

し
、

『
金
葉

集

』
恋

部

下

に

「
恋

の
心

を

よ
め

る
」

と
あ

る

隆
源

の
歌

は

『
堀
河

百
首

』

の

「
不

逢
恋

」
題

の
歌

で
あ

る
。

こ

の
よ
う

に
歌

題
を
変

え

た
り
、

簡

略
化

し
た

り
す

る
例

は
他

に
も
数

例

見
ら

れ
る

が
、

「
素

題
」

(「
露
」
)

の
歌

を

「
結

題

」

(
「
野
花

帯
露

」
)

の
歌

に
見

立

て

た
も

の
は
肥

後

の
歌

以

外

に

は
な

い
。

『
金
葉

集
』

で

は
肥

後

の
歌

の

直

前

ま

で
が

「鹿

」

の
歌

群

で
あ
り

、
直

後

は
行

尊

の
、

 

 

こ
は
ぎ

は
ら

に
ほ

ふ
さ

か
り

は
し

ら

つ
ゆ
も

い
ろ

い
ろ

に
こ

そ
見
え

 

 

わ

た
り
け

れ

(
二
二
七
)

と

い
う

歌

で

「
萩
」

を

詠

ん
だ

歌

が

二
首

続

き
、

以
下

「
女

郎

花
」

「
藤

袴
」

「
薄

」

と

野
花

が
続

く

配
列

に
な

っ
て

い
る
。
肥

後

詠

と
行
尊

の
歌

と

は

「
露

」

と

い
う
点

で
も
連

携

す
る

が
、
行
尊

詠

か
ら
始

ま

る
野
花

の

歌
群

の
幕

開
け

の

一
首

と
し

て
配
置

さ

れ

て
い
る
。
俊

頼

は
肥
後

詠

を
単

な

る

「
露

」
題

の
歌

と
し

て

で
は
な

く
露

の
置

く
秋

の
野
花

を

詠
ん

だ
歌

(
「
(白

露

の
)

お
く

は

な
ご

と

に
色

ぞ

か
は
れ

る
」
)

と

し

て
解
釈

し

直

し
、

「
結
題

」
化

し

た

の
で
あ

る
。

 

も

う

一
つ

『
金
葉
集

』

の
例

を
挙
げ

よ
う
。

 

 
 

 

山
桜

を
も

て
あ

そ

ぶ
と

い

へ
る

こ
と
を
よ

め
る
 

大
弐

長
実

 

 

か

が
み
や

ま
う

つ
ろ
ふ

は
な
を

見

て
し

よ
り

お
も

か
げ

に
の

み
た
た

 

 

ぬ

日
ぞ
な

き

(四
五

)

右

の
長
実

詠

は
詞
書

に
よ

れ
ば

「
翫

山
桜

」

と

い
う

「
結
題

」

で
よ

ま
れ

た
も

の
の
よ
う

に
解

さ

れ
る

(初
度

本

で
は

「
翫
山
花

と

い

へ
る

こ
と
を

よ

め

る
」

と

い
う
詞

書

に
な

っ
て

い
る
)
。
し

か
し

、

こ
の
歌

は
長
実

自

身

が
催

し
た
保

安

二
年

(
一
一
二

一
)

閏
五

月
十

三
日

の

『
内
蔵

頭
長

実

歌

合
』

で
詠

ま

れ

た

歌

(
二
番

左

)

で

あ

り
、
歌

合

に
お

け

る
歌

題

は

「
桜

」

で
あ

る
。

こ

の
歌

合

に
は

俊
頼

も
出

詠

し

て

お
り
、

長

実

詠

が

「
桜

」

題

の
歌

で
あ

る

こ
と

は
当

然

承
知

し

て

い
た

は
ず

で
あ

る
。

『金
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葉
集
』

で
は
、

四
二
番

歌

か
ら
五

二
番
ま

で
が
山

桜
を
尋

ね

て
行

く
歌
群

に
な

っ
て

い
る
が
、

長
実

詠

を

「
翫

山
桜
」

と

い
う
題

に
変

え

て
ま

で
こ

の
位

置

に
配
列

し
た
意

図

は
掴

め

な

い
。

し

か
し
、

い
ず

れ

に
せ
よ

こ
こ

で
も
俊

頼

が

「
素

題
」

の
歌

か
ら

「
結
題

」
を
抽

出

し
た
模

様
を

見

て
と

る

こ
と
が

で
き

る
。

 

さ

て
、

以

上

長

々

と
見

て

き

た

よ

う

に
俊

頼

や

「
清

輔
」
、

そ

し

て

『初
度

百
首

』

の
設

題

者

は

「
素
題

」

の
歌

か
ら

「
結

題
」

を
抽

出

し

て

い
る

の
で
あ
る

が
、
あ

る

い
は
そ

こ

に

『
俊
頼
髄

脳
』

の
題

詠
論

を
分

析

の
手
段

と

し

て
用

い
る
彼
ら

を
見
出

す

こ
と
が

で
き

る
か
も

し

れ
な

い
。

し

か
し
、
稿

者

は
そ
う

し

た
見
方

を
退

け
た

い
。

題
詠
論

を

知

ら
な

け
れ

ば
不
可

能

な

こ
と
だ
と

は
思

え
な

い
の
で
あ
る
。

そ
も

そ
も

こ
う

し

た
能

力
が

な
け

れ
ば

「結

題

」
が
和

歌
史

に
登

場
す

る

こ
と
も
な

か

っ
た

で
あ

ろ

う

(「
結

題

」

が
ど

の
よ
う

に
成

立

し
た

か

と

い
う

こ
と

は
知

る

べ
く

も

な

い
が
)
。

ま

た
、

考

え

て
み

れ
ば

明

ら

か
で
あ

る
が

、

こ
う

し

た
能

力

が
な
け

れ
ば

『
俊
頼

髄
脳

』

の
題
詠
論

で
説

か
れ

て

い
る

こ
と
を

理
解

す

る
こ
と

す
ら

で
き
な

い
は
ず

で
あ
る
。

 

こ

の
能
力

を
先

に
述

べ
た
題
詠
論

以
前

の

く
題
詠
論

V

と
と

も

に
稿

者

は
重
視

し

た

い
。

な
ぜ

な

ら
俊

頼

や
他

の
歌
人
達

を

で
き

る
だ

け

「歌

よ

み
」

と

し

て
見

た

い
と
思

う

か

ら

で
あ

る
。

『俊

頼
髄

脳

』

の
題

詠
論

の

よ
う

な
理
論

を
先
験

的

な
も

の
と
し

て
措

定
す

る
よ
う

な
見

方

は
、
俊

頼

や
歌

人
達

を

「歌

つ
く

り
」

と
見

な
し

て
し

ま
う
危
険

性

が
あ

る
。

そ

れ

は
俊

頼

が
自

ら

「我

ハ
歌

ヨ
ミ

ニ

ハ
ア

ラ
ズ
。

歌

ツ

ク
リ

ナ
リ
」

(顕

昭

古
今
集

注
)

と

い

っ
た

こ
と
と

は
次
元

を
異

に
す

る
。

 

先

に
家

永
氏

の
結
論

に
対
し

て
異

を
唱
え

た

の
は
、
氏

の
論

考

に
は
俊

頼

を

「
歌

よ

み
」
と
見

る
意

識

が
欠

け
て

い
る
と
感

じ

た
か
ら

で
あ

る
。

氏

の
意

図
は

ど
う

あ
れ
、

題
詠
論

を
投
げ

入

れ

て
分
析

し
よ

う

と
し

た
時

点

で
、
俊

頼

の
す

べ

て
の

「
結
題

」
詠

が
題
詠

論

に
そ

っ
て
詠

ま
れ

た
も

の

で
あ

る

と
暗

黙

に
見

な
し

て
し
ま

っ
て

い
る
。

そ

し

て
、

そ

の
分
析

結

果

か
ら
俊
頼

の
明
確

な
意

識
を

読

み
と

っ
て
し

ま
え
ば

、
俊

頼

を
単

な

る

方

法
的

な

「
歌

つ
く
り
」

と
見

て
し

ま
う

こ
と

に
な

る

の
で
あ

る
。

 

試

み

に
俊
頼

以

外

の
歌

人

の

「
結
題

」

詠

に

つ
い
て
も
分

析

し

て

み
れ

ば

、
程

度

の
差

は
あ
れ
先

の
家

永
氏

が
指
摘

し

た
三

つ
の
原

則

が
恐

ら
く

導

き
出

さ

れ
る

で
あ

ろ
う
。

こ
う
し

た
分
析

か
ら
は
個

と

し

て
の
歌

人

の

姿

は
浮

か
び

あ
が

っ
て
こ
な

い
よ
う

に
思

わ
れ

る
。
繰

り
返

し

い
う

が
稿

者

は
分

析
的

な
方

法

は
重

要
な

も

の
と
考

え
る
。

例

え
ば
、

家
永

氏

が
以

前

に
考
察

さ

れ
た

よ
う

に

『俊
頼

髄
脳

』

の
題
詠

論
が

お

お
よ

そ
ど

の
よ

う

に
浸
透

し
て

い
く

か
通
史
的

に
見

る
上

で
有

効
な
手

段
と

な

る
だ

ろ
う

。

た
だ
、

個

と
し

て
の
歌
人

を
見

な

い
分
析
方

法

は
和
歌

史
を

均

質

な
も

の

に
す

る
恐

れ
が
あ

る

こ
と
も
否

め

な

い
。
俊

頼

を
そ

の
よ
う

な

均
質

な
和

歌

史

の
中

に
措
定

し

た
く
は

な

い
し
、

ま
た
俊
頼

は

そ
う

す

る

こ
と
を
許

さ
な

い

「
歌

よ

み
」

で
あ
る
。

四

 

稿
者

は
、
前

稿

に
お

い
て

『
堀
河

百
首

』

や

『
永
久

百
首

』

の
歌

を

取

り
上
げ

、

そ

こ
に
俊
頼

が

『俊

頼
髄

脳
』

の
題

詠
論
、

特

に
ま

わ

し

て
心

を
詠

む
詠
法

を
適

用

し
て

い
る

こ
と
を
指

摘

し
た
。
先

に

「
結

題
」

詠

に

お

い
て
は
、
俊

頼

の
明
確

な
意

識

は
問
え

な

い
と

い

っ
た

が
、

で

は

「素

題

」

を
詠

ん
だ
場

合

は
ど
う

な

の
で
あ

ろ
う

か
。

前
稿

で
挙

げ

た
例

の
中

か

ら

二
例

程
見

て

み
よ
う
。
例

え
ば

『
堀
河

百
首
』

の

「
苗
代

」

題

で
俊

頼

は
、
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秋

か
り

し
室

の
お

し
ね
を

思
出

で

て
春

ぞ

た
な

ゐ

に
種

も

か
し
け

る

 

 

(
二
三

二
)

と
詠
ん

で

い
る
が
、

一
首

中

に
は
歌

題

の
文
字

「
苗
代

」
が

見

え
な

い
。

他

の
歌

人
達

は
す

べ
て

「
苗
代

」

や

「
五

百
代

」
、

「
い
そ
げ

る
代

」

と

い

う

語
を

詠

ん
で

い
る
。

ま
た

『
永
久

百
首

』

の

「
雑
」

題

で
も
同

様

に
、

 

 

い
と
ど

し
く

お

の
が
あ

り
か
を

や

る

い
ぬ
を

こ
こ

に
あ

り

と
や

と
り

 

 

の
鳴

く

ら
ん

(
一
〇

八
)

と

い
う
歌

を
俊

頼

は

詠

ん

で

い
る
が
、

「
維

」

の
文
字

が

詠

ま
れ

て

い
な

い
。
他

の
歌

人
達

は
全

員

「
維

」

と

い
う

文
字

を
詠

ん

で

い
る
。

 

い
ず

れ

の
例

も
本

意

に
関

わ
る
題

の
文
字

を

ま
わ

し

て
詠

ん

で
お
り
、

俊

頼

の
詠

み
方

は
破

格

で
あ

る
。

『
堀

河
百

首
』

や

『
永

久
百

首
』

の
歌

を

分
析

す
れ
ば

、
俊

頼

に

こ
う

し
た

詠
法

が
際

だ

っ
て
多

い
こ

と
が
容

易

に
知
れ

る
。
本

意

に
関

わ

る
題

の
文
字

は

『俊
頼

髄
脳

』

の
題
詠

論

で

い

え
ば

「
必
ず

よ
む

べ
き
文

字
」

で
あ

ろ
う

し
、
確

認

す
る

ま
で

も
な

い
が

両

百
首

の
歌
を
分

析
し

て
も

題

の
文

字
を
詠

み
込

む
こ
と
が
普

通

で
あ

る
。

し

か
し
、
そ

れ

は
通

常

の
意
味

で

い
う
原

則

で
は
な

い
。
歌

人
達

が
自

然

に
、
無
意

識

に
そ
う

詠

ん

で
し
ま
う

の
で
あ

り
、

そ

れ
が
和

歌

の
歴
史

性

で
あ

る
。
積

み
重
ね

ら

れ
て
来

た
和

歌

の
歴
史

が
詠

ま
せ

る

の
で
あ

る
。

そ

の
点

右

に
見

た
俊

頼

の
歌

は

こ
の
歴
史

的

な
詠

み
方

か
ら
は
ず

れ

た
詠

み
方
を

し

て

い
る
が
、

そ
れ

が
可
能

で
あ

っ
た

の
は
、

そ

の
歴
史

性
を

意

識

し
、

そ
れ

を
原
則

と
捉

え
直

し
、

あ

え
て

そ
れ

に
反
し

て
詠

も
う

と
し

た

か
ら

で
あ

る
。

こ

こ
に
は
俊

頼

の
明
確

な
意

志
が

あ

る
。

も

ち
ろ

ん
、

単

純

に
後

に

い
う

「
落
題

」

を
犯

し
た

と
も

い
え

る
の

で
あ

る

が
、
両

百

首

に
は
そ

の
割

に
は

こ
う
し

た
歌

が
多

す
ぎ

る
。
や

は
り
、

俊
頼

は

「
素

題
」

を
ま

わ
し

て
詠
む

こ

と

に
確
信

的

で
あ

っ
た

と
考

え

た

い
。

普

通

の

詠
法

か
ら
外

れ

た

と
こ
ろ

に
、

む
し

ろ
逆
説

的

に
普
通

の
詠

法

を
明
確

に

意
識

す

る
方

法

的
な
姿

勢

を
垣

間
見

る

こ
と
が

で
き

る

の
で
あ

る
。

 

こ

の
こ
と

は

「
素
題

」

を
詠

ん
だ

場
合

に
限

る

こ
と
で

は
な

い
。
前

節

で

『
散
木

奇
歌

集
』

か
ら

引
用

し

た
歌

か
ら
G

と
H

を
も
う

一
度
見

て
も

ら

い
た

い
。

G
 

ち

り

つ
も

る
花

こ

そ

い
は

に
よ
ど
む

と
も

か
は

な
が

れ

て
や

せ

に
か

 
 

を

る
ら
ん

(五

六

・
梅

花

落
水

)

H
 

お
ひ
か
ぜ

に
も

ど

る
も

た
ゆ

し
郭
公

い
ざ

た

か
さ
ご

の
松

の
木

ず

ゑ

 
 

に

(
二
四
九

・
船
中

郭
公

)

既

に
見

て
き

た
よ

う

に
G

で

は

「梅

」
、

H

で

は

「船

」

と

い
う

題

の
核

と

な
る
文
字

が

直
接
的

に
表

現

さ

れ
て

い
な

い
、

家
永

氏

の

い
う
原

則
③

か
ら
外

れ
た
歌

で
あ

る
。

し

か
し
、

こ
れ

は
単

に
原
則
③

か
ら

外

れ

て

い

る

の

で
は
な

い
。
原

則
③

か
ら

外

れ
る

こ
と

は
原

則
③

を
意

識

し

な
け

れ

ば

で
き

な

い
こ
と

で
あ

り
、

こ

の
二
首

に
こ
そ
俊

頼

の
原
則

③

に
対

す

る

明
確

な
意

識
を

見

る

べ
き
で
あ

る

と
考

え
る
。
但

し

、
そ

の
場

合
原

則
③

を
意

識

す
る

の
は
詠

も
う

と

す
る

そ

の
時

で
あ

り
、
体

系
的

に
意
識

し

て

い
る
と

い

っ
た
意
識

の
仕

方

と
は
異

な

る
の

で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

 
時

代

は
下

っ
て

『
愚
問

賢
注

』

を
見

て
み
よ

う
。
次

の
よ
う

な
記

述
を

見

つ
け

る

こ
と
が

で
き

る
。

 
 

題

の
文
字

を
あ

ら

は
さ

で
よ

む
事
、
落

葉

に

「
い
か
ば

か
り

ふ
く

み

 
 

ね

の
あ

ら
し

そ
」
な

ど

い

ひ
、

郭
公

に

「
あ
す

の
あ

や

め

の
ね
を

の

 
 

こ
す
ら

む
」

な
ど

よ
め

る
は
、

題

の
文
字

な
き

に
や
。

こ
れ

は
さ

る

 
 

一
髄

に
て

こ
そ
あ

れ
。
左

右

な
く
初

心

の
人
な

ど
用

う

べ
か
ら
ざ

る

 
 

事

に
や
。

前

者

の
歌

の
引

用

は

『新

古
今

集

』

の
藤

原
資

宗

の
、
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い
か
だ
し

よ
待

て

こ
と
問

は
ん
水

上
は

い
か
ば

か
り

ふ
く
山

の
あ

ら

 

 

し
そ

(冬

・
五

五

四
)

と

い
う
歌

で
、

歌
題

は
詞
書

か
ら

「
紅

葉
浮
水

」

と
判

明

す
る
。

後
者

の

例

は
応
和

二
年

(九

六

二
)

の

『
内
裏

歌
合
』

の
藤

原
佐

理

の
、

 

 

さ

み
だ
れ

に
ふ
り

い
で

て
な
け

と
お
も

へ
ど
も

あ
す

の
た

め
と

や
ね

 

 

を

の
こ
す

ら
ん

(
=

)

と

い
う
歌

で
、

歌
題

は

「待

郭
公

」

で
あ

る

(『
一
字

抄
』

に
は

「
証
歌

」

中

の

「
題

不
明
」

と
し

て
載

録

さ

れ
る
)
。

い
ず

れ
も

「
結

題
」

詠

で
あ

る
が

、

そ
れ
ぞ

れ
題

中

の
本

意

を
表

す
文

字

の

「
紅
葉

」
、

「
郭
公

」
が

詠

ま

れ

て

い
な

い
。

『
愚
問

賢

注
』

で

は
先

の
記
述

の
後

に
同
様

の
例

を

定

家

の
歌

の
中

か
ら
五

首
引
用

し

て

い
る
。

こ
う

し
た

『
愚
問

賢
注

』

の
例

は
、

先

に
あ

げ

た

『
散
木

奇

歌
集

』

の
G
、

H

の
歌

と

共
通

す

る
。

『
愚

問
賢

注
』

で
は

そ
れ

が

「左

右

な
く
初

心

の
人

な
ど

用
う

べ
か
ら
ざ

る
」

詠
法

を
用

い
て
詠
ま

れ

た
、
方
法

的

に
意

識
的

な
歌

と
し

て
認
識

さ

れ

て

い
た

の
で
あ

る

(定

家

は
別
と

し

て
、
資

宗

や
佐
理

が
意
図

的

に
詠

ん
だ

か
ど
う

か
は
疑

わ
し

い
が

そ
う

理
解

さ

れ

て

い
る
)
。

 

ま
た
、
前

掲

の

『
散
木
奇

歌
集

』
中

の
D

の
歌

も
見

て
も
ら

い
た

い
。

家
永

氏
も
原

則

の
②

か
ら
外

れ

た
例

と
見

て

い
る
も

の
だ
。

D
 

春

ぞ
と
は

霞

に
し

る
し
鶯

は
花

の
あ
り

か
を

そ
こ
と

つ
げ

な
ん

(四

 

 

四

・
鶯

告

春
)

家
永

氏

に
よ
れ
ば

、
通
常
、
動
詞

は
ま

わ
し

て
詠
む
傾

向

に
あ

る
と

い
う
。

こ
の
題

の
場

合

で
は

「
告
」

と

い
う
語

が
そ

れ

に
あ

た
り
、

五
句

目

に
あ

ら

わ

に
詠

ま

れ
て

い
る
。

し

か
し
、

こ
の
歌

は

「
春

の
到
来

は
霞

に
よ

っ

て
知

ら
れ

る
の

で
、
鶯

は
花

の
在

処
を

つ
げ

て
欲

し

い
と
詠

ま
れ

て

い
る
」

の
で
あ

り
、
鶯

の
告

げ

る
も

の
が
歌
題

の

「
春
」

か
ら
ず

ら

さ
れ

て

い
る

の
だ

と
説

明

し

て

い
る
。

つ
ま
り
、

「
告

」

と

い
う
文
字

は
本

来

ま

わ

し

て
詠

む

べ
き
文
字

で
あ

る
が
、

そ

の
こ
と
を
意
識

し

つ
つ
ず
ら
し
な
が
ら
詠

む
俊
頼

の
姿

勢

を
家
永
氏

は

見

て

い
る

の
で
あ

る
。
氏

も
、

稿

者

と
同
様

に

一
見
普

通

の
詠

み
方

か
ら
外

れ

て

い
る
よ
う

に
見

え
る
歌

に
方

法

的

に

意

識

的
な
俊

頼

を
読

み
と

っ
て

い
る
。

 

も

ち

ろ
ん
G
、

H

の
よ
う

な
歌
も

「
落
題

」

を
犯

し
た
歌

で
あ

る
と

い

う

こ
と
も

で
き

る
。
も

と
よ

り

「
落

題
」

と
ま

わ
し

て
詠

む
詠

法

と

の
線

引

き

は
難

し

い
の

で
あ

る

の
だ
が
、

俊
頼

は

「初

心

の
人
」

で
は

な

い
、

意

図
的

な
詠

み
方

と
考

え
た

い
。

む
し

ろ
問

題

と
す

べ
き

は
、

こ
う

し

た

方

法
的

に
意

識
的

な
歌

に
は

「
歌

つ
く
り

」
と
呼

ば

れ
る

べ
き
俊
頼

を

見

出

す

こ
と

が

で
き
る
と

い
う
点

で
あ

る
。
但

し
、

そ

れ
を
も

っ
て
俊

頼

を

単

に

「
歌

つ
く

り
」
と
非

難

す

べ
き
で

は
な

い
。

も

は
や

「
初

心

の
人

」

に
留

ま
り
得

な

い

「
歌

よ

み
」

と

し
て
新

た
な
和

歌

の
可
能

性

を
切

り
開

こ
う

と

す

る

(
「
め
づ

ら

し

き

ふ
し
」

を
志

向

す
る

)
俊
頼

の
姿

を

そ

こ

に
見

出
す

べ
き

だ
と
考

え

る
。

五

 
既

に
述

べ
た

よ
う

に

『
俊
頼

髄
脳

』

の
題

詠
論

の
よ
う

な
理

論

は
、

誰

も
が

従
う

べ
き
規

則

で
は
な

く
、
多

く

の
和
歌

を
分
析

し

て
見

出

さ

れ
た

一
般
的

な
規

則
性

に
す
ぎ

な

い
。

よ

っ
て
、
本
来

は
何

の
強

制

力

も
な

い

の
で
あ

る
。

し

か
し
、

一
度

『
俊
頼

髄
脳

』

の
題
詠
論

の
よ
う

に
明
文

化

さ

れ
る

と

そ
う

し
た

起

源

は
忘

れ
ら

れ
、

「
結
題

」

を
詠

も

う

と
す

る

歌

人
達

に
ど

う
詠

む

べ
き
か
を

示
唆

す
る
普
遍

的

な
理
論

と

し

て
統
制

的

に

働

く
こ

と

に
な

る
。
後

代

の
多

く

の
歌
学

書

で

「
結

題
」

の
詠

み
方

に

つ

い
て
論

じ
ら

れ
る
よ
う

に
な

る

の
は
、

そ
う

し
た

『
俊
頼
髄

脳

』

の
題

詠
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論

の
普

遍

性

(
の
み
)
を
看

取
し

て

い
る
か
ら

で
は

な

い
だ

ろ
う

か
。

 

歌

人
達

は
自

分

の
歌
や
他

の
歌

人

の
歌

に

『俊

頼
髄

脳
』

の
題

詠
論

を

あ

て
は

め
、
こ
の
歌

は
原
則

に
従

っ
て

い
る
と

か
、
い
な

い
と

か
分

析

し
、

従

っ
て

い
る
と

き

に
は
上
手

く
詠

め
た
な

ど
と
思

い
、

従

っ
て

い
な

い
と

し
た

ら
反
省

も

す

る

の
だ

ろ
う
。

そ

の
よ
う

に
し
て
題

詠
論

は
彼

ら
を

理

想

的

な
詠

み
方

に
近

づ
け

さ
せ

る
。

し

か
し
、

こ

の

「
理
想
的

」

な
詠

み

方

は
既

に
実

現

さ

れ
て

い
る
も

の
で
あ

る
。
な
ぜ

な
ら

、
そ

の

「
理
想
的

」

な
詠

み
方

は
過

去

の
和

歌

か
ら
帰
納

的

に
導
き
出

さ

れ
た

も

の
で
あ

る
か

ら

で
あ

る
。

題

詠
論

に
は
歌

人
た

ち
が
無

意
識

の
う

ち

に
し
て
き

た

こ
と

を
、

こ
れ

か
ら
実

現

す

べ
き
も

の
で
あ

る
か

の
如

く
錯

誤

さ
せ

る
よ
う

な

機

能

が
あ

る

の
だ
。

 

一
般

的

な
規

則
性

を
述

べ
て
い
る

に
す
ぎ

な

い
に
も
関

わ
ら
ず

、

一
方

で
普
遍

的

な
理
論

と
し

て
働

く
。

そ
う

い
う
両
義

性

が

『俊
頼

髄

脳
』

の

題
詠
論

に
は
あ

る
。

畦
(1
) 

以
下
特

別
に
断
ら
な

い
限
り
、
家
永
氏
の
見
解
は

こ
の
論
文

に
拠

る
。

(2
) 

引
用

は
静

嘉
堂
文
庫

蔵

「俊
頼

 
無
名
抄

」

に
拠

る

(「
静
嘉
堂
文
庫

所
蔵

 
 

歌
学
資
料

集
成

(
マ
イ
ク

ロ
フ
ィ
ル
ム
版
)」
)。

(3
) 

前
稿

で

は
、
通
常
単

に
題
と
呼
ば

れ
る
歌
題

を

「
素
題
」
と

い
う
名
称
を
用

 
 

い
た
が
、

こ
れ
は
松

野
陽

一
氏

の

「平
安
末

期

の
百
首
歌

に

つ
い
て
」

(東
北

 
 

大

学
教
養
部
紀
要
第

二
五
号

・
昭
和
五
二
年

二
月
/
後
に

『鳥
帯
 
千
載
集
時

 
 

代

和
歌

の
研
究
』
〈
平
成
七
年

一
一
月

・
風
間
書

房
V

に
所
収
)

に
拠

っ
て

い

 
 

る
。
本
稿

に
お

い
て
も

こ
れ
を
踏
襲
す
る
。

(
4
) 

「紅
葉

」
題

の

「
か
ら

に
し
き

え
だ

に
ひ
と
む
ら

の
こ
れ
る
は
あ

き
の

か
た

 
 

み
を

た

ン
ぬ
な
り
け
り
」
等
六
首
を
引
用
す
る
。

(
5
) 

引

用
は
、
「唯

独
自
見
抄
」

か
ら

で
は
な
く
、
内
閣
文
庫
蔵

「俊
秘
抄

」

(㎜

 
 
・19
)

に

「或
本
」

の
書
入

に
拠

る
。
前
稿

に
も
記
し
た
が
、

「唯
独
自

見
抄

」

 
 
諸
本

の
当
該
箇

所
は
本
文

に
乱
れ
が
あ
り
読

み
に
く

い
た
め
、

こ
う

し
た
処
置

 
 
を
取

っ
た
。

(6
) 

結

果
的

に
、
錦

氏
が
前
掲

の
論

文
で
示
し

た
、

『俊
頼
髄

脳
』

の
題
詠
論

は

 
 

「結
題
」

の
詠
法

を
め
ぐ
る
所
説
で
は
な
く
、
広
く
題
詠

に

つ
い
て
書

か
れ
た

 
 
も

の
で
あ
り
、

眼
前

に
存
在
す
る
景
物

・
事
物
を
見

て
詠

む
場

合
、

反
対

に
存

 
 
在

し
な

い
景
物

・
事
物
を
想
像
し
て
詠
ま
ね
ば
な
ら

な
い
場
合

に
、

ど
う
対

処

 
 
し

て
詠

む
か
、
に
つ
い
て
述

べ
て

い
る

の
だ
と
し
た
解
釈

に
通

じ
る
点
が
あ

る
。

(7
) 

正
確

に
は
、
前
稿

で
述

べ
た
よ
う

に
、
『俊

頼
髄
脳
』

の
題

詠
論

は
恐

ら
く

 
 
俊
頼
自
身

の
創

案
に
よ
る
も

の
で
は
な
く
、
詩

の
題

(句
題

)

の
詠

み
方

を
説

 
 
い
た
詩

学
書

の
よ
う
な
も

の
、
あ
る

い
は
詩
人

か
ら
学

ん
で
い
る
可
能
性

が
あ

 
 
り
、

俊
頼
自

身
も
自
ら
保
持
し

て
い
た

〈題
詠
論
〉

が
、
そ
う
し

た
詩

学
書

や

 
 
詩
人

に
よ

っ
て
明
確
化

さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

(8
) 

当
該

歌
は

『
一
字
抄
』

の
下
巻

に
収
め
ら

れ
、
中
間
本

に
は
見

え
る
が
原
撰

 
 
本

に
存

し
た
か
確
か
め
ら
れ
な

い
。
よ

っ
て
実
際

の
清
輔

と
は
関
係

が
無

い
場

 
 
合

が
あ
る
の
で
、
広
く

=

字
抄
』

の
編
纂
者

と
い
う
意
味

で
清
輔

に
括
弧
を

 
 
付
し
て
お
い
た
。
も
う

一
首

の

『
一
字
抄
』
か
ら
の
引
用
は
原
撰
本

に
存
在
す
る
。

(9
) 

こ

の
歌

は
有

吉
保
氏
所
蔵

の
他
撰
本
系

『匡

房
集
』、

ま
た

そ

の
他

の
他

出

 
 
文
献

(『続
後
拾
遺
集
』

『万
代
集
』

『題
林
愚
抄
』)

で
は

「
時
鳥
早
過

」
と

い

 
 
う
歌
題
が
詞
書

に
見

え
る
が
、

こ
れ
は

『
一
字
抄
』
を
典
拠
資
料

と
し
た

か
。

(10
) 

他

に
保

安
二
年

(
一
=

=

)
閏
五
月

二
六
日
に
行
わ
れ
た

『内
蔵

頭
長
実

 
 
歌
合
』

の
六
番
左
の
俊
頼
詠

「
わ
が

み
を

も
う
ら
み

つ
る
か
な

ほ
と
と
ぎ
す
ま

 
 
た
ず

は
な
か
ぬ
な
げ
き
す
ま
じ

や
」

は
、
歌
合

で
は

「
郭
公
」
題

で
あ
る
が
、

 
 

『散

木
奇
歌
集
』

(二
六
二
)
で
は

「郭
公
ま

つ

(待
郭
公
)
」

と

い
う
結
題
詠

 
 
と
し

て
収

め
ら

れ
て

い
る
例

が
指

摘

で
き
る
。
但

し

『散
木

奇

歌
集
』

で
は

 
 

「修

理
大
夫
顕
季

の
八
条

の
家
」

で
の
歌

と

い
う
こ
と

に
な

っ
て
お
り
問
題
が

 
 
な
い
わ
け

で
は
な

い

(本
歌
合

は
書
陵
部
本

で
は

「修
理
大
夫
家
歌
合

」
と
な

っ

 
 
て

い
る
)。

父

で
あ

り
、
判

者

で
あ

り
、
歌
合

の
中

心

で
あ

る
顕
季

を
主
催
者

 
 
と
考

え
ら
れ
た
か

(『
平
安

朝
歌
合
大
成
』、

川
上
新

一
郎
氏

に
よ

る
新
編
国
歌

 
 
大

観

同
歌
合

解
題
)
。

尚
、
冷
泉

家
時

雨
亭

文

庫
蔵

『散
木

奇

歌

集
』

で
は

 
 

「
す
り
の
大
夫
の

い
ゑ

に
て
ほ
と

〉
き
す
ま

つ
と

い
へ
る
こ
と
を

よ
め
る
」
と
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あ
り

「顕
季
」

の

二
字

は
な

い

(長
実

は
保
安

三
年
に
修
理
大

夫
に
な

る
)。

 
 
あ
る

い
は
流
布
本

『散
木
集

』
で
は
後
人

の
注
記
が
本
行
化

し
た
可
能
性

も
考

 
 
え
ら
れ
る
。

(11
) 

「
「ま
は
し
て
心
を
よ
む
」
詠
法
に
関
す
る

一
考
察
」

(中

世
文
学
第
三
九
号

・

 

平
成
六
年

六
月
)
や

「
『為
忠
家

両
度
百

首
』

に
関

す
る

一
考
察
i
結
題
の
詠
法

 
 
を
め
ぐ
っ
て
」

(『論
集
中
世

の
文
学
』
所
収

・
平
成
六
年
七
月

・
明
治
書
院
)
等
。

(12
) 

日
本
歌
学
大
系

に
よ
る
。
尚
、
同
様

の
記
述

は

『近
来

風
体

抄
』

に
も
見
え

 
 
る
。
ま
た
、
そ

れ
ら
の
記
述

を
定
家

の

『藤
川

百
首
』
詠

と
の
関
連
で
論
じ
た

 
 
も

の
に
、

田
村
柳
壼
氏

の

「
題
ー

「結
題
」
と
そ
の
詠
法
を
め
ぐ

っ
て
ー
」

(『論
集

 
 
和
歌

と

レ
ト
リ

ッ
ク
』

・
笠

間
書

院

・
昭

和
六

一
年
九

月
)
が
あ

る
。

尚
、

 
 

『近
来
風
体
抄
』

に
も
同
様

の
記
述

が
あ
る
。

(13
) 
『愚

問

賢
注
』

で
は
、

こ
の

よ
う

な

「
題

を
あ

ら
は

さ

で
詠

む
」

詠
法

を

 
 

「詩

の
破

題
の
ご

と
し
」
と

い

っ
て

い
る
が
、
『俊
頼
髄

脳
』

の
諸
本

の
う
ち

 
 

「唯
独
自
見
抄
」

と
呼
ば
れ

る
伝
本
群

に
見
え
る
前
掲

の
題
詠

に
関
す
る
異
文

 
 

(前
稿
で

い
う
題
詠
論
②
)
と

の
関
連
で
興
味
深

い
。
前
稿

で
も

『俊
頼
髄
脳
』

 
 
の
題
詠
論

と

『作

文
大
体
』

の

「破
題
」

の
記
述

と
の
関
連
性

に
つ
い
て
は
触

 
 
れ
て
お

い
た
。

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

(
い
く
ら
 

ふ
み
と
)
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