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「
東

下

り

」
を

読

む

教

材

研

究

余

滴

ー

岩

田

秀

行

も
う
十

五
年

以

上
も
前

、
中

学

と
高
校

と
で

『伊

勢
物

語
』
の
「
東

下
り

」

を
教

え

た

こ
と
が

あ
る

。
本
稿

は
、
そ

の
折

り

に
考

え
た
自

分

な
り

の
「
読

み
」
を
改

め

て
ま

と
め
直

し

て
み
た

も

の
で
あ

る
。
従

っ
て
、
専

門

の

『伊

勢
物

語
』

研
究

の
動

向

を
踏
ま

え

て

い
る
わ

け

で
も

な
く
、

し

か
も

『
伊

勢

物

語
』

の
中

の
こ

の
部

分
だ

け
を
切

り

出
し

て
、

そ
れ
を

近
世

俳
諧

の

発
想

と
結
び

つ
け

て

い
る
た
め

、
視
点

の
偏

り

は
否

め
な

い
か

と
思
わ

れ

る
。

ま
た
、

専
門

外

の

こ
と
ゆ

え
、
資

料
調

査

の
範
囲

も
限

ら
れ

、
参
照

す

べ
き
大
切

な
論

文
を

見
落

と

し
た

の
で

は
な

い
か
と

の
不
安

も

あ
る
。

た

だ
、

こ

の
よ
う

な
有
名

な
章

段

は
、
様

々
の
立
場

か
ら

の
発

言

が
あ

っ

て
も
よ

い
で
あ

ろ
う
と
考

え

、
不
備

は

す

べ
て
筆
者

の
責

任

と
し

て
、
掲

載

さ
せ

て

い
た
だ

く

こ
と
と

し
た
。

こ
の
点

、
御

寛
恕

を

い
た

だ
け

れ
ば

幸

い

で
あ

る
。

大

学

で
は
自

分

の
専

門

以
外

の
分

野
を
教

え

る
と

い
う

こ
と

は
、
あ

ま

り
な

い
が

、
中

学
や
高

校

に

お

い
て
は
、
好

む

と
好
ま

ざ

る
と

に
関

わ

ら

ず

、
様

々
な
分
野

の
教

材
を
扱

わ

ね
ば

な
ら

な

い
。

そ

の
教
材

が
、
自

分

の
専
攻

分
野

の
も

の
で
あ
れ
ば

、
諸

種

の
原
本

に
遡

っ
た
調
査

・
考
察

も

可
能

で
あ

る
が
、
専

攻
分

野

以
外

の
作
品

に
関

し

て
は
、

ど
う

し

て
も
市

販

の
註
釈

書
類

に
頼

ら
ざ

る

を
得

な

い
。

し

か
し
、

そ
う

し
た
註

釈
書

類

に
は
、

一
つ

}
つ
の
言
葉

の
辞

書
的

な
註
釈

は
備

わ

っ
て

い
て
も

、

そ

の

言
葉

が

そ

の
文

脈

の
中

で
担

っ
て

い
る
意
味

と

い
う

よ
う
な

こ

と
に

つ
い

て
は
、
あ

ま
り
触

れ

ら
れ

て

い
な

い
場

合
が
多

い
と

い
う

の
も
ま

た
実
状

で
あ

る
。
結

局

、
そ
う

し

た

こ
と

に

つ
い
て
は
各
自

で
考

え

る
以
外

に
は

な
く

、
専
攻

分
野

以
外

の
作

品

に
関

し

て

は
、

そ

の
よ
う

な
文

脈

に
お
け

る
意
味

を
汲

み

と

っ
て
ゆ
く

こ
と

は
極

め

て
困

難
な
作

業

に
属

す

る
。

と

こ
ろ
が

、
こ
の
「
東

下
り
」
の
教
材

を

あ

つ
か

っ
て

い
る
折

り
、
偶

々
、

小
学

館

「
日
本

古
典

文
学
全

集

」
の
頭

註

に
、
「
か
き

つ
ば

た
」
は
当
時

美

し

い
愛
人

に
た
と
え

ら

れ
た

と

い
う
説

明

を
見
出

し

て
、
辞
書

的

な
意
味

以
外

の
文

脈

に
お
け

る
意
味

合

い
を

と
ら

え
る

こ
之

の
重
要

さ

に
気

づ

か

「
1
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さ
れ

た
。
し

か
も

こ
の
発
想

は
近

世
俳

諧

の
発
想

と
類
似

的

で
あ

る
。

も

し
、
「
か
き

つ
ば

た
」
が
右

の
様

に
考

え

ら

れ
る

の
な
ら

、
そ

れ
以
外

の
重

要

な
言

葉

に
関

し

て
も

同
様

の
考

え
方

が
可
能

な

の

で
は
な

い
か
と
思

い

始

め

た
。
以

下

は
、

そ
う
し

た
前
提

淀
よ

る
ア
プ

ロ
ー
チ

で
あ

る
。

こ

の

「
東

下
り

」

は
、

1
、

か
ら
衣

…

…

2
、
駿
河

な

る

…
…

3
、
時

し
ら

ぬ

…
…

4
、

名

に
し

お

は
ば

…

…

の
四

つ
の
歌

か
ら

な

る
が
、
ま
ず

ー

・
4
を
先

に
考

え
、
そ

の
あ
と

で
2

・

3
を
考

え
る

こ
と

と
す

る
。

こ
れ

は
、
偶

々
、

中
学

の
教

材

で

ー

・
4
の

み
の
も

の
を
先

に
あ

つ
か

い
、
そ

の
あ

と
高
校

の
教

材

で
2

・
3

を
も
含

め

た
全
体

を

あ

つ
か

っ
た

か
ら

で
あ

る

が
、

し
か

し

こ
れ
は
、

1

・
4
が

第

一
次
伊

勢

、

2

・
3
が
第

二
次
伊

勢
以

降

の
補

入
と
す

る
説

に
従

う
よ

う

な
形

で

の
段

階
的

読

み
を
行

な
う

結
果

と

な

っ
た
。
補

入
説

の
当

否

は

別

と
し

て
、

1
～

4
を

も
し

、
始

め
か

ら
同
時

に
あ

つ
か

っ
た

の
で
は
、

前
者

、
後

者

の
相
違

か
ら
、
全

体
を

統

一
的

に
読

み
と

っ
て

み
よ
う

と

い

う
考

え

は
起

ら
な

か

っ
た

で
あ

ろ
う

と
思

わ

れ
る
。

ま
ず
、

1

・
4
の
部
分

を
見

て
み
る

と
、
構

成

に
お

い
て

き
わ

め
て
共

通

し

て

い
る

こ
と

が
わ

か
る
。

両
者

と

も
、
都

か

ら
離

れ
た
所

に
来

て

お

り

、
何

か
を
見

て
歌
を
詠

む

、
そ

し

て
そ

の
歌

に
よ

っ
て
皆
涙

を
催

す
と

い
う
点

で

一
致

し

て

い
る
。

歌

は
、

そ
の

ク
ラ
イ

マ
ッ
ク

ス
に
位
置

し

て

い
る
の

で
あ
る

が
、

し
か

し
そ

の
ク

ラ
イ

マ
ッ
ク

ス
は
突

然
あ

ら
わ

れ

る

わ
け

で

は
な
く
、
何

か
を
見

る

こ
と

に
よ

っ
て
引

き

お
こ
さ

れ

て

い
る

こ

と

に
注

意

し
な

け
れ
ば

な
ら

な

い
。

1
に

お

い
て
は
、

そ
れ

は

「
か
き

つ

は
た

」

で
あ

り
、

2
に
お

い
て

は

「
都
鳥

」

で
あ

る
。

歌

と

い
う
も

の
が

一
話

一
話

の
ク

ラ
イ

マ
ッ
ク

ス

で
あ

り
、

そ

の
歌

の

心

こ
そ
が

一
編

に
お

け
る
主

題
を
提

示

し

て

い
る

と
す

る
な
ら
ば

、

そ

の

歌

を
詠

む
契

機

と
な

っ
て

い
る

こ
れ
ら

の
事
物

は
、

主
題

を
考

え

る
上

に

き
わ

め

て
重

要

な
役

割

を
果

た
し

て

い
る

の
で
は
あ

る

ま

い
か
と
考

え
ら

れ
よ

う
。

ま
ず

、

1

に
お
け

る

「
か
き

つ
は
た
」

で
あ

る

が
、

こ
れ

は
普

通

「
八

橋

」

が

「
か
き

つ
は
た

」

の
名

所

で
あ

る

か
ら

こ
こ

に
出

て
く

る
よ

う

に

常

識
的

に
は
理
解

さ
れ

て

い
る
よ

う

で
あ

る
。

し

か
し
、
『
平
安
和

歌
歌

枕

地

名
索

引
』

に
よ

っ
て
も
、
「
八
橋

」
と

「
か

き

つ
は
た
」
が
、

こ

の
話

以

上

に
結

び

つ
く

よ
う
な
例

歌

は
見
当

た

ら
な

い
。

む
し

ろ
、

こ
の
話

に
よ

っ
て

「
八
橋

」
が

「
か
き

つ
は
た
」
の
名
所

に
な
る

の

で
は
あ

る
ま

い
か
。

そ
れ

で
は
、

こ
こ
に

「
か
き

つ
は

た
」

の
出

て
く

る
意

味

で
あ

る
が
、

こ

れ
は
先

に
述

べ
た

よ
う

に
、
「
日
本

古
曲
ハ文
学
全

集

」
の
頭

註

に

い
う
、
「
か

き

つ
は
た
」

は
当
時

美

し

い
愛

人

に
た

と
え
ら

れ

て

い
た

か
ら

で
あ

る
と

い
う
説

に
従

う

べ
き

で
は
な

い
か
と
思
う

。

『古
今

和
歌

六
帖

』

の

「
か
き

つ
は
た
」

の
項

に
、

ヘ

ヘ

ヘ

へ

我

の
み
や

か
く
恋

す
ら

ん

か
き

つ
は
た

に
ほ

へ
る

い
も

は

い
か

に
か

あ

ら
ん

一
2

一



(国
歌
大
観
番
号
三
八
○
○
、
万
葉
集

一
九
九
〇
、
旧
番
号

一

　な
ユ
　

九

八

六

)ヘ

ヘ

ヘ

へ

か

き

つ
は
た

に
ほ

へ
る

い
も
を

い
ざ

な

み

に
お
も

ひ
出

で

つ

〉
な
げ

き

け
る

か
も

(三

八
〇

一
、

万
葉
集

二
五

二
六
、

旧

二
五

二

一
)

の

二
首

を
見

出

す

こ
と
が

で
き

る
。

二
首

と
も

に
、
「
か
き

つ
は
た

」
は

「
に

ほ

へ
る

い
も

」

に

つ
な
が

っ
て

お
り
、

し

か
も
離

れ

て

い
る
恋

人

へ
の
思

い
を
詠

む

と

い
う

点

で
、

「
か
ら
衣

…

…
」

の
歌

の
心

と
類
似

し

て

い
る
。

つ
ま
り

、
「
東

下
り

」
に
お
け

る

「
か
き

つ
は
た
」
は
、
折

句

と
し

て

の
役

割

だ
け

で
な

く
、
「美

し

い
恋
人

」
へ
の
連

想
を

ひ
き

お
こ
し
、

歌

の
心
と

　　
　
　

密
接

に
関

連

し
た

も

の
で
あ

る
と
考

え
ら

れ
よ

う
。

二

次

に
、

4

の

「
名

に
し

お
は
ば

…

…
」

に

つ

い
て
考

え

て
み

る
。

こ
の

歌

の
き

っ
か
け

は
、

「都

鳥
」

と

い
う
設

定

に
な

っ
て

い
る
。

「
み
や

こ
と

り

」

は
、

『古

今
和

歌

六
帖
』

に
、

お

と
ま

ろ

ふ

な
ぎ

ほ

ふ
ほ
り

え

の
か
は

の
み
な

き

は

に
き
ゐ

つ
〉
な

く

は
宮

こ

鳥

か
も

(
一
二
四

七
、

万
葉
集

四
四

八
六
、

旧
四

四
六

二
)

と
あ

っ
て
、
「
堀
江

の
河

」
と
結
び

つ
く

こ
と
が
わ

か

る
。
こ
れ

は
、
中
世

・

近

世

を
通

じ

て
変

わ

ら
ず
、

謡
曲

『隅

田
川

』

に
も
、

ふ
な
き
お

ほ
り

え

み
な
ぎ
は

き

い

な

げ

に
や
舟
競

ふ
、

堀
江

の
川

の
水

際

に
、
来

居

つ
つ
鳴

く

は
都

鳥
、

な
に

わ

え

そ
れ

は
難
波

江

(「
日
本

古
典

文
学

大
系

」

に
拠

る
)

ま
た
、

『
俳

諧
類
舩

集
』

に
、

堀

江

摂
津

1
ー

都

鳥

が
付

合

に
な

っ
て
い
る

こ
と

で
も
明

ら

か
で
あ

ろ
う

。
そ
し

て
、
こ

の
「
堀

江
」

の
歌

は
、

『
万
葉

集
』

で
は
、

ほ
り

え

み

を

か
ち

お
と

ま

な

ら

こ
ひ

堀
江

よ
り

水
脈

さ
か

の
ぼ

る
楫

の
音

の
問
な

く
そ
奈

良

は
恋

し
か

り

け

る

(四

四
八
五

、
旧

四

四
六

こ

の
歌

と
並

ん

で
い
る

の
で
あ

る
。

つ
ま

り
、
前

の
歌

に
お
け

る

「
堀
江

」

の

「
都
鳥

」

は
単

な
る
景

物

と
し

て
詠

ま
れ

て

い
る
の

で
は
な
く

、

こ

の

歌

と
併

せ
読

め
ば
、

遠
く

離

れ
て
来

た
奈
良

の
都

へ
の
思

い
を
託

し
た

も

の
と
考

え
ら

れ
る
。

『
俳
諧

類
舩

集
』

に
、

ヲ
モ
フ

都
を
思
-

難
波

と
あ

る

の
も
、

こ
れ

が
受

け

つ
が

れ

た
も

の
で
あ

る

の
か
も
知

れ

な

い
。

現
代

の
我

々
に
と
う

て
、

「
都
鳥

」

と

い
え
ば
、

「
隅

田
川
」

が
連

想

さ

れ

る
が
、

そ
れ

は
お

そ
ら
く

こ

の

「
東
下

り
」

が
も

と

に
な

っ
て

い
る

の

で
あ

っ
て
、
少

な

く
と

も

『伊

勢
物

語
』

の
当
時

に
お

い
て
は

、
「
都
鳥

」

は

「
堀

江
」

を
連
想

さ

せ
る
も

の
で
あ

っ
た

に
違

い
な

い
。

そ

し

て
、

こ

の

「
堀
江

」
に

お

い
て

「
奈
良

の
都
」

に
思

い
を

は

せ
る

と

い
う

こ
と

が
、

「都

鳥
」

に
ま

つ
わ

る

一
定

の
連

想
関

係

で
あ

っ
た

と
考
え

ら

れ
そ
う

で

あ

る
。

こ
れ
が
前

提

と
な

っ
て
始

め

て
、

こ

の

「東

下

り
」

の

一
話

に
、
隅

田

一
3「



川

で
船

に
乗

り
、

都
鳥

を
見

て
京

の
都

に
残

し

て
来

た
恋

人

へ
と
思

い
を

は
せ

る
設
定

が
明

ら

か
と

な
る
。

こ
の

一
話

は
、

い
に
し
え

の

〈舟

競

ふ

堀

江

都
鳥

奈
良

の
都
〉

と

い
う

パ
タ

ー

ン
を

、
当
代

に
移

し

て
、

〈
渡

し
舟

隅

田
川

都
鳥

ー
1
京

の
都

〉

と
し
た

と

こ
ろ

　　
ヨ
　

に
、

一
つ
の
重
要

な
ポ

イ

ン
ト
が

あ

っ
た

と

い
う

こ
と

に
な

ろ
う
。

以
上

の
よ

う

に
、

1

・
4

の
話

は

と
も

に
、
非
常

に
類
似
的

構
成

で
あ

る

こ
と
が
わ

か

る
。
両
者

と
も
、
「都

へ
の
思

い
」
を

「都

に
残

し

て
来

た

恋

人
」

に
よ

っ
て
代

表

さ

せ
て

い
る

の
で
あ

る
。
相

手

と
遠

く
離

れ
る

こ

と

に
よ

っ
て
恋

の
思

い
が

つ
の
り

、
ま

た
そ

の
恋

の
思

い
が
都

と
遠

く
離

れ

て

い
る

の
だ
と

い
う
旅

情

を

か
き
た

て
る
。

さ

ら

に
ま
た

そ

の
旅
情

に

ヘ

ヘ

ヘ

へ

よ

っ
て
恋

の
思

い
が

一
層

強

く
な

る
と

い
う
、
「
旅

の
心

」
の
あ

は

れ
さ
が

過
不

足

な
く
表

現

さ
れ

て

い
よ
う
。

そ

し

て
、

も

っ
と
も

重
要

な
ポ

イ

ン

ト

は
、

そ
う

し
た

「
恋

し

い
思

い
」
を

誘
発

す

る
も

の
と
し

て
、
片

や

「
か

き

つ
は

た
」

が
、

ま
た
片

や

「
都
鳥

」
が

設
定

さ

れ
て

い
る

と

い
う

こ

と

で
あ

る
。

そ

れ
は
単

な

る
景
物

な

の

で
は
な

い
。

お
そ
ら

く

『
万
葉
集

』

の
歌

を
前
提

と
し

て
、
「
か
き

つ
は
た

」
に

は

「離

れ

て
あ

え

ぬ
恋

人

へ
の

思

い
」
が

、
ま

た

「都

鳥

」
に
は

「都

か
ら
離

れ

て
都

を
恋

い
慕

う
思

い
」

が
、

そ

れ
ぞ

れ
託

さ
れ

て

い
る
と
考

え

る

の
が
妥

当

で
あ

ろ
う

。

こ
の

二

つ
の
事

物

に
気

づ
く

こ

と
が
、

歌

の
心

へ
と
読
解

を

す
す

め

て

い
く
際

の

ポ
イ

ン
ト
な

の
だ

と
思
う

。

三

次

に
、

2

・
3

の
部
分

に

つ
い
て
考

え

て

み
る
。

こ

の
部

分

は
前
述

の

如

く
、
第

二
次

伊
勢

以
降

の
挿

入
部
分

と

い
う
説

が
あ

る

よ
う

に
、

1

・

4
と

2

・
3

と

に
分

け

て
考

え

て

み
た
場
合

、

1

・
4
が
非
常

に
統

一
的

構
成

を
持

っ
て

い
た

の

に
対

し
、

2

・
3
は
ま

こ
と

に
ち
ぐ

は
ぐ

な
感

じ

を
う

け

る
。

2
は
、
都

の
恋

人

へ
の
恨

み

の
歌

で
あ

る
か
ら
、

1

・
4
の

二

つ
の
歌

の
心

と
、
ほ
ぼ
重

な
り

あ
う

が
、
3

の
場

合

は
、
「
都

へ
の
思

い
」

と

い
う

こ
と

と
ま

っ
た
く
関

係
が

認

め
ら
れ

ぬ
よ

う
な

歌

で
あ

り
、

こ
の

あ
た

り
を

ど
う
考

え

る
か

と

い
う

点
が

問
題

と
な

る

で
あ
ろ
う

。

ま
ず

、

2

の
歌

で
あ

る

が
、

こ

の
歌

は
諸
註

に
尽
く

さ
れ

て

い
る
よ
う

に
、

現
実

に
会

え
ぬ

の
は
仕
方

の
な

い
こ
と

で
あ

る
が
、
夢

に
も
会

え

な

い
の
は
、

あ
な

た
が
私

を
思

っ
て
く
れ

ぬ

か
ら
だ

と

い
う
恨

み

の
歌

と
考

え
ら

れ
る
。

こ
れ
は
、

現
実

に
は
あ
な

た
と
離

れ

て

い
て
会

え

ぬ
が

せ

め

て
夢

に

で
も
会

い
た

い
も

の
だ
と

い
う
歌

の
パ
タ

ー

ン
を
前

提

と
し

て

い

る

の
で
あ

ろ
う
。

こ
う

し
た
例

歌

は
多

い
が
、

た

と
え
ば

、
『万

葉
集

』
の

「
羈
旅

発
思

」

に
、

臨
濫

み
灘

に
ば
邁

は
ず
魏

に
だ

に
痴

れ

に
髟
え

こ

そ
遯

は

む
即

ま

で

に

(コ
コ

五
六

、
旧

三

一
四

二
)

と
見
え

る
あ

た
り

が
最

も
参
考

に
な
り

そ
う

で
あ

る
。

し

か
し
、

こ

の
点

は
通

説
通

り

で
別

に
問
題

は
な

く
、

む
し

ろ
考

え
る

べ
き

は
、

1

・
4
が
何

か
を
見

て
思

い
を

発
す

と

い
う
型
を

と

っ
て
い
る

の
で
あ

る

か
ら
、

こ

こ
も
そ
う

い
う

パ
タ

ー

ン
に
従

っ
て

い
は

し
ま

い
か

と

い
う

こ
と

で
あ

ろ
う
。

こ
こ
で

は
、
「
見

し
人

(修
行

者

)
」
が

問
題

に

な

り
そ

う

で
あ

る
。
『古

今
和

歌

六
帖
』
を
見

る
と
、
「
む

か
し
あ

へ
る
人

」

一
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(岡

田
真

之
蔵

書
印

本

の
表

記

、
桂
宮

本

に

は

「
む

か
し

あ

る
人
」
)

の

一

項

が
あ

り
、

う

つ

〉
に
も

ゆ
め

に
も

わ
れ

は

お
も

は
ざ

り

き
ふ
り

に
し

君

に
ご
よ

ひ
あ

は

ん
と

は

(
二
九

.一
六
)

と

い
う
歌

が

み

つ
か
る
。

こ
れ

は
、

『
万
葉
集

』

で

は
、

い
め

わ

お
も

ふ

き
み

あ

う

つ
つ
に
も
夢

に
も
我

れ

は
思

は
ず

き
古

り
た

る
君

に

こ
こ

に
逢

は

む

と
は

(
二
六
〇

六
、
旧

二
六
〇

一
)

の
形

で
見

え
る
。

つ
ま
り
、

昔

の
あ
な

た

と

こ
こ
で
逢

お
う

と

は
夢

に
も

現

に
も
思

わ
な

か

っ
た

と

い
う

の

で
、

こ

れ
は

「東

下

り
」

の

こ
の
部

分

を

、

ま
さ

に
思

い
お

こ
さ

せ
る

よ
う
な

歌

と
言

わ

ね
ば

な
ら

な

い
。

今
、

こ
の

『万

葉
集
』
の
歌

を
前

提

と
し

て
、

2

の
話

を
考

え

て
み

る
。

ヘ

ヘ

へ

『
万
葉

集
』

の
歌

で

は
、
偶

然
、

う

つ
つ
に
昔

の
恋

人

に
出
会

っ
た

の
で

ヘ

へ

あ

る
が

、
「
東

下

り
」
で
は
、
偶

然
、

う

つ
の
山

に
昔

見

し
人

に
出
会

っ
た

の
で
あ

る
。

「
昔
あ

へ
る
人
」

「
古

り

に
し
君
」

と

は
、

『
万
葉
集

』

で
は

、

昔

の
恋
人

で
あ

る
が
、

こ
れ

を
そ

の
ま

ま

「
東

下
り

」
に
も

っ
て
く

る
と
、

そ

の
言
葉

の
ま
ま
、

「
昔
会

っ
た

こ
と

の
あ
る
人

」

「年

を

と

っ
た
人

」
と

い
う

こ
と

に
な

ろ
う
。

「修

行
者

」

と

は
、

あ

る

い
は
、

「
旧
り

に
し

君
」

の
具
象
化

な

の

で
あ

る

の
か
も

知

れ
な

い
。

こ
れ
が

、
歌

の

「
う

つ
つ
に

も
夢

に
も

人

に
あ

は
ぬ
な

り

け
り
」
に

つ
な
が

っ
て
ゆ
く

の
で
あ

る

か
ら
、

こ

の
歌

は
次

の
様

に
解

釈

で

き
な

い
で
あ

ろ
う

か
。

即
ち

、

「
ふ
り

に
し

(年

と

っ
た
)
」

人

に
は
、

こ

こ
、

「
す
る

が
な

る
う

つ
の

山

べ
」

で
出
会

っ
た
け

れ
ど

も

(そ
れ

は
、

ま

っ
た
く
、

う

つ
つ
に

も

夢

に
も
思

わ
な

か

っ
た

こ
と

で
あ

る

が
)
、
遠

く

は
な

れ
た

「
ふ
り

に
し

(昔

の
)
」
恋
人

で
あ

る
あ

な

た
と

は
、
う

つ

つ
は
勿
論

、
夢

の

中

で
も
出

会

わ
な

い
こ
と

で
あ

る

よ
。

と

い
う

ふ
う

に

で
あ

る
。

つ
ま

り
、
「見

し

人

(修
行

者

)
」
と

の
思

い
が

け

ぬ
出

会

い
は
、

歌

に
詠

ま

れ
た

「
昔
あ

へ
る
人
」

と

の
出

会

い

へ
と
連
想

づ

け
ら

れ
、
都

か
ら
遠

く
離

れ

た
今
、

せ

め
て
夢

に

で
も
会

い
た

い
の
に
そ

れ
が
儘

な
ら

ぬ

こ
と

へ
の
恨

み

へ
と

つ
な

が

っ
て

ゆ
く

の
で
あ

る
。

さ
て
、

こ
う
考

え

て

み
る

と
、
「
見

し
人
」
と

の
出

会

い
は
、

単

に
歌

を
託
す

と

い
う
設
定

だ

け

で
な

く
、
「
昔

の
恋

人

」
へ
の
連
想

を

か
き

た
て

る
役

割

を
も

果
た

し

て

い
る

も

の
と
言

え
る

の
で

は
あ

る

ま

い
か
。

四

最
後

に
、

一
番

問
題

の
多

い
、

3

の

「
時

し
ら

ぬ
…

…
」

の
部
分

に

つ

い
て
考

え

て
み

る
。

こ
れ

は
、
す

で

に
歌

の
解

釈

か
ら

し

て
疑

問
が
存

す

る
。

「雪

い
と
白

う
降

れ
り
」

と
あ

り

な
が
ら

、

「鹿

の
子
ま
だ

ら

に
雪

の

降

る

(諸

註

こ
れ

を
、
鹿

の
子

ま
だ

ら

の
よ
う

に
雪

が
降
り

つ
も

っ
て

い
る

と
解

す
る
)
」
と

い
う

こ
と

の
矛
盾

は
ど

う
考

え
る

か
。

こ
れ

は
、
ま
ず

遠

く
か

ら
見
た

さ
ま

を
言

い
、
次

に
近

く
見

た
様

を
言

っ
た

の
だ

と

か
、
あ

る

い
は
ま
た

、

こ
れ
は
峰

に
消

え
残

る
雪

に
よ

っ
て
実

り

の
吉

凶
を
占

う

山

麓

の
村

々
の
生
活

を
背

景

に
し

て

い
る

の
だ

と

い
う
民
俗

学
的

説
明

が

あ

っ
た

り
す

る
。

し
か

し
、

「雪

降

れ
り
」

と

い
い
、

「
雪

の
降

る
」

と

い

一
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う

言

い
方

は
、

「雪

残

れ
り
」

「
雪

残

る
」

と

い
う

の
と

は

ち
が

い
、
や

は

　　

　
　

り
雪
が

降

っ
て

い
る

と

い
う

こ
と

な

の
で

は
な

い
か
と

思
え

る
。
何

は

と

も

あ

れ
、
ま
ず

「鹿

の
子
ま

だ
ら

に
」

と

い
う

の
は
、

い
か
な
る
状
態

を

言

う

の
か
、
当

時

の
用
例

に
徴

し

て

み
る
必
要

が
あ

る
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

し

ら
や

ま

の
み
ね

な
れ
ば

こ
そ
し

ら
ゆ

き

の
か

の
こ
ま
だ

ら

に
ふ
り

て
み

ゆ
ら
め

(家

持
集

二
八
五
、

夫
木

和
歌

抄
七

一
四
六
)

へ

わ

た

つ
う

み
の

お
き

に
こ
ち

か
ぜ

は
や

か
ら
し

か

の
こ
ま

だ
ら

に
浪

ヘ

ヘ

へ

た
か
く
み
ゆ

(人
丸
集
二
五
七
)

ヘ

へ

み

よ
や

ひ
と

し

か
の
し

ま

へ
と

い
そ
げ

ど

も

か
の

こ
ま
だ

ら

に
な

み

ヘ

ヘ

へ

そ
立
つ
め
る

(重
之
集
五
、
夫
木
和
歌
抄

一
〇
五
八
七
)

ヘ

ヘ

へ

た

か
さ
ご

の
し

か
な

く
秋

の
あ

ら
し

に
は

か

の
こ
ま
だ

ら

に
な

み
ぞ

ヘ

へ

た
ち

け
る(忠

見

集
九

)

こ
れ

ら
を
見

る

と
、
「鹿

の
子
ま

だ
ら

に
」
と

い
う
形

容

は
、
今

眼
前

に
「雪

の
ま

っ
白

に
降

る
様
」

や

「
波

の
し

ぶ
き

の
立

つ
様
」

を
表

す
も

の

で
、

元

来

は
、
「雪

の
消

え
残

っ
て

い
る
様

」
を
言
う

の
で
は

な

い
と
思
わ

れ

る
。

つ
ま

り
、
波

し

ぶ
き
が

パ

ッ
と
立

つ
そ

の
斑
状

と

、
雪

が
霏

々
と
降

る

そ

の
斑
状

と
を

言
う

の
で
あ

ろ
う
。
『古

今

和
歌

六
帖

』
の

「
ゆ
き
」
に
、

こ

の

「
時

し
ら

ぬ

…
…
」

の
歌

が

み
え
る

が
、

そ

の

一
つ
前

に
、

よ

を
さ

む
き

あ
さ

と
を

あ
け

て

い
で

み
れ
ば
庭

も

は
だ

ら

に
雪

は

ふ

り

つ
〉

(六

八
六
、

万
葉

集

二
三

二
二
、

旧

二
三

一
八
)

と

い
う
歌

が
あ

る
。

こ

の

「
は
だ

ら

に
」
は
、

田
林

義

信
氏
蔵

本

に

は

「
ま

だ
ら

に
」
と

あ
る
由

で
、
「
は
だ

ら

に
」
と

い
う
言
葉

に
は
諸

説

あ

る
も

の

の
、
結

局
実

態

と
し

て
は
、
「鹿

の
子
ま

だ
ら

に
」
と

い
う

の
と

類
似

の
様

を
言
う

と
考

え

て
よ

い
の

で
あ
ろ
う

。

こ

こ
で
も
ま

た
、

現
在
雪

の
降

っ

て

い
る
状
態

で
あ

る

こ
と

に
注

意

し
た

い
。
も

っ
と
も
、

こ

の
例

の
場

合

は
、
庭

の
面

が
斑
状

に
な
る
状
態

を

言
う

の
で
あ

る
か
も

し
れ

な

い
が
、

そ

の
場
合

で
も
、
雪

は
現

在
降

り

つ
つ
あ

る

こ
と

に
変

り

は
な

い
わ

け
で

あ

る
。

さ

て
、
以
上

の
様

な
根

拠

か
ら
、
「鹿

の
子
ま

だ
ら

に
」
を

雪

の
降

る
様

と
解

し

た
場
合

、
現
実

の
問
題

と
し

て
五

月

の
晦

日

に
雪
が
残

っ
て

い
る

と

い
う

な
ら

ま
だ

し
も
、
雪

が
降

り

つ
つ
あ
る

と

い
う

の
は
お

か
し

い
の

で
は
な

い
か
と

い
う
疑

問

が
呈

せ
ら

れ
る

で
あ

ろ
う
。

し

か
し
、
現

実

に

そ
う

か

ど
う

か
と

い
う

こ
と
を
論

じ

る

の
は
あ
ま

り
本
質

的

で
は

な

い
と

思

わ
れ

る

(現
代

で
も
実

際

、
六
月

頃

に
高
山

で
雪

の
降

る

こ
と
は
稀

で

は

な

い
そ
う

で
あ

る
が
、
今

は

こ
れ

に
は
触

れ

な

い
)
。
む
し

ろ
、
当
時

の
常

識

に
お

い
て
、
富

士

と
は

一
年

中

雪

の
降

る
も

の
で
あ

っ
た

と

い
う

こ

と

を
知

れ
ば

そ
れ

で
充

分

で
あ

る
。

『
古
今

和
歌

六
帖

』
の

「な

が
う

た
」
に
、

ふ
じ

の
山
を

み

て

山

の

べ
の
あ

か
人

あ
め

つ
ち

の

わ

か

れ
し
よ

〉
り

か
み
さ
び

て

た

か
く

か
し

こ
　さ
イ
　

き

す
る
が

な

る

ふ
じ

の
た

か
ね
は

あ

ま

の
は
ら

ふ
り

あ

け

　る
イ
　

み
れ
ば

わ
た

か
ひ

の

か
げ

も

か
く

れ

て

て
る
月

の

ひ
か
り

一
6
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も
見

え
ず

し
ら

く
も

の

い
さ

り
ば

か
り

と

き

〉
し

こ
そ

馴

　
つ
イ
　

き

は
ふ
り

け

る

か
た

り

つ
ぎ

い
ひ
は
ぎ

ゆ
か

ん

ふ
じ

の
た

か

ね

は
(二

五
〇

一
、
万

葉
集

三

二
〇
、

旧
三

一
七

)
と
き

ゆ
き

ふ

と
あ

る

こ
の
歌

は
、

『
万
葉
集

』

で

は
傍

線

部
分

、

「時

じ

く
そ
雪

は
降

り

け

る
」
と

な

っ
て

お
り
、
例

の
有

名

な
、

た

こ

う
ら

い

み

ま
し
ろ

ふ

じ

た
か
ね

ゆ
き
レ

田
子

の
浦

ゆ
う

ち
出

で

て
見

れ
ば

真
白

に
ぞ
富

士

の
高
嶺

に
雪

は
降

り
け

る
(三

二

一
、

旧

三

一
八
)

の
反
歌

が

つ
い
て

い
る

の
で
あ

る
。
ま

た
、

同
じ

く

『
万
葉
集

』

に
、

ふ

じ

ね

ふ

お

ゆ
き

み
な
つ
き

も

ち

け

よ

ふ

富

士

の
嶺

に
降
り

置
く
雪

は

六
月

の
十

五
日

に
消

ぬ
れ
ば

そ

の
夜
降

り

け
り

(
三

二
三
、

旧
三

二
〇

)

と
も

あ

る
様

に
、
当

時
、
富

士

山

は
年
中

雪

の
降

っ
て

い
る
霊

峰

で
あ

っ

て
、

六
月

十

五
日
、

夏

の

一
番

暑

い

一
日

に
消

え

る
だ

け
で
そ

の
夜

は
も

う
初

雪
を

見

る
と

い
う

の
が
文

芸

に
表

現

さ

れ
て
広

く
知

ら
れ

て

い
た
常

識

で
あ

ろ
う

と
思

わ
れ

る
。
従

っ
て
、
「
田
子

の
浦

ゆ
…

…
」
の
歌
も

、
冬

の
歌

と
考

え

て
は
何

の
曲

も
な

い
の
で
、

夏

の
歌

と
考

え

て

こ
そ
、
「時

じ

く
そ
雪

は
降

り

け

る
」
の
反

歌

と
な
り

う

る

の
だ

と
思

わ

れ
る
。

つ
ま

り
、

「
東

下
り
」

の
本

文

も
、

こ
う

し
た
当

時

の
常
識

を
前
提

と
し

て
、

五
月

の
晦

日

に
、

「
い
と
白

う
」

「
鹿

の
子

ま
だ

ら

に
」

雪

の
降

っ
て

い
る
様

を

言

う

の
で

は
な

い
だ

ろ
う

か
。

次

に

「
時

し
ら

ぬ
」

の
解

釈

で
あ

る
が
、

こ
れ

に
関

し

て
は
、

山
本
登

朗

氏

が

「浅

間

と
富

士

」

(『
国
語

国
文

』
昭

52

・
8
)

と

い
う
論
文

に
、

富

士

は
時
節

を

わ
き
ま

え

ぬ
山

で
あ

っ
て
、
今

頃
雪

が
降

っ
て

い
る
の
は

、

ま

こ
と

に
「時

な

ら

ぬ
」

「
す

さ
ま

じ
」
い
こ
と

で
あ

る
と

、
い
わ

ゆ

る
「
都
」

人

に
お
け

る

「
ゐ
な

か
」

の
不
審

な
現
象

を

と
が

め
た

の
だ

と

い
う
説

を

出

し

て
お
ら

れ

る
。

こ
の
説

は
、
「
旅

」
の
本
意

と
し

て
後

年
、

連
歌

『
至

宝
抄

』

あ
た

り

で
の

べ
ら
れ

て

い
る
内
容

と

一
致
す

る
も

の

で
、

極

め

て

面
白

い
考

え
方

で
は
あ

る
が
、

氏

の
説

は
、
「時

し

ら

ぬ
」
と

「
時

な
ら

ぬ
」

と

を
同

一
の
も

の
と
考
え

る
と

い
う

手
続

き

か
ら
論

を

お
こ
し

て

い
る
わ

け

で
、

ま
ず

こ

の
段

階

で
す

で
に
飛

躍
と

い
う

も

の
が

認

め
ら
れ

る
よ

う

に
思

え

て
な
ら

な

い
。

「時

な

ら

ぬ
」
と

「
時

し
ら

ぬ
」
と

は
本
当

に
同

じ
意

を
表

わ
す

の

で
あ

ろ
う

か
。
富

士

を

「時

節
を

わ

き
ま

え
ぬ
田
舎

の
山
だ

」
と

す
る
考

え
方

は
、
前

述

の

「富

士

は
夏
も

雪

の
降

る
霊
峰

で
あ

る
」

と
す

る
当
時

の
常

識

に
抵

触

す

る
の
で

は
あ

る
ま

い
か
。
氏

は
、
そ

れ
を

「
屈
折

の
な

い
作

」

と
退

け

て
し
ま
う

が
果

し

て
そ
れ

で
よ

い
の
で
あ

ろ
う

か
。
雪

が
年
中

降

る
と

い
う

と
ら
え

方

は
、
「富

士

」
の
他

に
、
「白

山
」
が

あ
り

、
『古
今

和

歌

六
帖

』

の

「
ゆ
き
」

に
、

き
え

は

つ
る
時

し

な
け

れ
ば

こ
し
ち

な

る
し
ら

山

は
猶
雪

に

ぞ
あ
り

け
る

(七
三

八
、
古

今
和

歌
集

四

一
四
)

あ

ら
た

ま

の
と
し
を

わ

た
り

て
あ

る
が
う

へ
に
ふ
り

つ
む
雪

の
き
え

ぬ
し
ら
山(七

四
七

)

一
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な

ど
と
見

え

る
。
富

士

の
歌

も
白
山

の
歌

も
、

雪
が

年
中

降

る
こ

と

に
対

し

て
、
「
す
さ

ま
じ
」
と

い
う
風

に

は
と
ら

え
ら

れ

て
お
ら
ず

、

む
し

ろ
畏

　　
　
　

敬

嘆

賞

と

い
う

感
じ

の
方

が
強

い
と
考

え

ら

れ
る
。

ど

う
も

、
「
時

し
ら

ぬ
」
と

い
う

の
は

「時

な

ら

ぬ
」
と

は
別

で
あ

っ
て
、

『
万

葉
集
』
の
富

士

の
形
容

か
ら
考

え

れ
ば

、
「
時

じ
く

そ
雪

は
降

り
け

る
」

と

い
う
、

そ

の
状

態

に
対

し

て
言

っ
た
表
現

で
あ

ろ

ヶ
と
思

わ

れ
る
。

つ

ま
り
、

「
時

な
ら

ぬ
」

と

い
う

の
は
、

「
あ

る
期
待

さ

れ
た
時
節

と

い
う

も

の
が
あ

っ
て
、

そ
れ

か
ら

は
ず

れ
た
状
態

」

と

い
う

よ
う
な

こ
と

で
あ

る

が

、

「時

し

ら

ぬ
」
と

い
う

の
は
、

「
時
節

と

い
う

も

の
は
あ

る
限
度

が
あ

る

に
も

か

か
わ
ら
ず

、

そ

の
限

度

が
わ

か
ら

な

い
状

態
」

と

い
う

よ
う
な

こ
と

で
は
な

か

ろ
う
か

(詳

細

は
後

述
)
。

こ
の
両
者

が
重

な

り
合
う

部
分

は
勿

論
あ

る

と
思

わ
れ

る
が
、
『
万
葉

集
』
以
来

の

「
富
士

」
の
と
ら

え
方

か
ら

し

て
も
、

「
時

し
ら

ぬ
」

を

「時

な

ら

ぬ
」

と
結

び

つ
け

て
、

「
す
さ

ま

じ
」

と
し

て
し
ま

う

の
は

い
か
が

か

と
思
わ

れ

る

の
で
あ

る
。

氏

は
、

ま
た

「
い

つ
と

て

か
」
と

い
う
表

現
も

、
「
ら
む
」
と

い
う
現

在

推

量

の
助
動

詞

を
と

も
な

っ
て

い
る
形

か
ら
考

え

て
、
「
か

の

こ
ま
だ
ら

に

雪

の
降

る

」
状
態

を

い
ぶ

か
し

み
、

あ
え

て
そ

の
理
由

を

「今

を

い

つ
と

思

っ
て

か
」

と

た
ず

ね
た

も

の
で
、

や
は
り

、
富

士

に
対
す

る
嘆
賞

の
歌

と
は
考

え

ら
れ
な

い
根

拠

と
さ

れ
て

い
る
。

こ
れ

は
、
「
い

つ
と

て
か
」
を

「
い

つ
と
思

ひ

(言

ひ
)
て

か
」

の
形
だ

と
考

え

る
通

説

に
従

っ
て

い
る

わ

け

で
あ

る
が

、
し

か
し

、
「
い

つ
と

て
か
」
の
用
例

を
あ

げ

て

み
る
と
、
「
い

つ
と
思

ひ

(言

ひ
)
て

か
」

と

い
う
様

な
形

で
統

一
的

に
把
握

す

る

こ
と

は

む

つ
か
し

い
よ
う

に
思

わ
れ

る
。

(や

ま

ん

し

な

の

な

る

イ
)

ね
、

い

つ
と

て
か
わ

が

こ
ひ
ざ

ら
ん

ち
は

や

ぶ
る
あ

さ
ま

の
山

は
け

ぶ

(ゆ
イ
)

り
た

つ
と

も

(古
今

和
歌

六
帖

七
九

〇
、
拾

遺
和

歌
集

六

五
六
、
続

古
今

和

歌

集

一
〇
七

六
、

貫
之
集

六

七

三
)

止
、

い

つ
と

て
か
我
が

こ
ひ
ざ
ら

ん

み
ち

の
く

の
あ
さ

か

の
ぬ
ま

は
け

ぶ
り

た
ゆ

と
も

(古

今
和

歌

六
帖

一
六

八
四

)

2
、

い

つ
と
て

か
き

み
が
う

か
ら

ぬ
う

き
が
う

へ
に
ま
た

う
き

と
き

は

い
ふ

か
ひ
も

な
し

(長
能

集

四

五
)

3
、

新
院
御

方

に

て
人

々
毎

春
花

盛

心
を

よ

み
し

い

つ
と

て
か
花

に
心

を

つ
け
ざ

ら
ん

お
ろ

か

に
匂

ふ
春

し
な

け

れ

ば

(成
通

集

四
)

4
、

尼

に
な
り

て
後

、

人

の
も

と
よ
り

、
む

か
し

の
や

ど

に
月

は

見

る

や
と
申

し

て
侍
り

け

れ
ば

い

つ
と

て
か
月
見

る

こ
と

の
か

は
る

べ
き
世

に
有
明

の
か
げ

し

た

え

ね
ば

(今

撰
和

歌
集

二
〇

〇
)

5
、

い
き

て
ま
た

あ

ひ
見

む

こ
と
を

い

つ
と

て
か

か
ぎ

り

も
し

ら

ぬ
世

を
ば

た

の
ま

む

(源

氏
物

語

・松

風

二

八
五
)

右

の
用

例
を

見

る
と
、
「
い

つ
と

て
か
」
の
あ

と

に
は
、
何

か

の
状

態

が
変

」
8
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化

・終

了
す

る

と

い
う
表

現

が
来

る

の
が

一
般

的

で
あ

る
と
判

断

で
き

る
。

特

に
、

ね

・
止

の
歌

は
、
恋

の
心

で
あ

る

か
ら
、

一
応

の
内
容

が
全

体

か

ら
推

量

で

き
る
が

、
そ

れ

は
お
そ

ら
く

、
次

の
様
な

意

で
あ

ろ
う

と
思
う

。

絶

え

る
こ

と
な
く

い

つ
も
燃

え

て

い
る
、
あ

の
浅
間

の
山

(浅

香

の

へ

沼

)

の
火

の
煙
が

、
も

し
絶

え

る
こ
と

が
あ

っ
て
も
、
私

の
こ

の
恋

ヘ

へ

に
燃

え

る
思

ひ

の
煙

は
、

い

つ
に
な

っ
た
ら
止

む

こ
と

が
あ

る
だ

ろ

ヘ

へ

う

か
。
(
い
や
、
お
そ

ら
く
、
ず

っ
と
ず

っ
と
あ

な

た

の
こ
と
を

思

ひ

つ
づ
け

る

こ
と
だ

ろ
う
。
)

さ

て
、
『万
葉

集

』
か
ら

、

こ
れ

と
類
似

の
歌

を
捜

す

と
、
左

の
よ
う
な

も

の
が
見

つ
か
る
。

あ
ら
つ

う
み
し
ほ
ひ
し
ほ
み

と
き

　
　
　
　　
　
　
　
ヒ

ド　
　
あ

ご

A
、
荒

津

の
海
潮

干
潮

満

ち
時

は
あ

れ
ど

い
つ
れ

の
時

か
我

が
恋

ひ
ざ

ら
む

(三
九

=

二
、

旧

三

八
九

一
)

ひ
と
め
お
ほ

つね

　　
　
　
　
　　
　
　
ヒ
ド
　
　
あ

ご

B
、
人

目
多

み
常

か
く

の

み
し
さ

も
ら

は
ば

い
つ

れ

の
時

か
我

が
恋

ひ

ず

あ
ら

む(二
六

=

、

旧

二
六
〇

六

)

A

の
意

味

は
、

荒

津

の
海

は
、
潮

が
干

て
し
ま

っ
た

り
、

ま
た
潮

が
満

ち

て
し
ま

っ

た
り

す
る
時

が
あ

る

け
れ

ど
も
、

私

の

こ
の
恋

の
思

い
は
、

い

つ
に

な

っ
た
ら
止

む
時

が
あ

る

の
だ

ろ
う

か
。

と

い
う

こ
と
で
あ

ろ
う

し
、

B

は
、

「
日
本
古

典
文

学
全

集
」

の
訳

、

人

目
繁

さ

に
、

い

つ
も

こ
ん

な

に
ば

か
り
し

て

い
た
ら

、

い

つ
に
な

っ
た
ら

、
わ

た
く

し

は
恋

し

く
思

わ
ず

に

い
ら
れ

る
よ

う

に
な
る

の

だ

ろ
う

か
。

が

ピ

ッ
タ
リ

で
あ

ろ
う
と
思

わ

れ
る
。

こ

れ
ら
を
併

せ
考
え

る
と

、
「
い

つ

と

て
か
」
と

い
う
語

は
、
「
い
つ

れ

の
時

か
」
と

い
う
語

と
意
味

的

に
近

い

も

の
で
あ

る

こ
と
が

わ

か
る
。

そ
れ

は
、

ち

ょ
う

ど

「
い
つ
と
て

も
」
が

、

凸
い
つ
れ

の
時

も
」

と
近

い
意
味

で
あ

る

こ
と

と
似

て

い
る
と
も
言

え

よ

う
。

あ
れ

こ
れ
考

え
併

せ

る

に
、

こ

の

「
い

つ
と
て

か
」

の
元

来

の
用
法

は
、
未

来

に
対

す
る
疑

問

で
あ

っ
て
、
別

の
言

葉

で
言

い
換

え
れ
ば

、
「
い

　　
　
　

つ
れ

の
時

に
あ

り
て

か
」

と

い
う

よ
う

な
意

で
あ

ろ
う

と
考
え

ら

れ
る
。

そ

し

て
こ
う
考

え

て
み

る
と
、
「
い

つ
と

て
か
」
の
例

と
し

て
前

に
あ
げ

た
他

の
歌
も

、

一
応

こ
の
解
釈

で
統

一
的

に
意

を
取

る

こ
と
が

で

き
る
と

思

わ

れ
る

の
で
あ

る
。

そ
れ

を
次

に
示

し
て

み
る
。

2
、

い

つ
と

て
か
き

み
が

う

か
ら

ぬ
/

う

き
が
う

へ
に
ま
た

う
き

と
き

は

い
ふ

か
ひ
も

な
し

い

つ
に
な

っ
た
ら
、

あ
な

た

は
私

に

つ
れ

な
く

な
く

な

る
の

で

し

ょ
う

か
。

ま

っ
た
く
、

こ

の
ま
ま

な
ら

ぬ
世

を

つ
ら
く
思

っ

て

い
る

と
き

に
、
あ

な
た

ま

で

つ
れ
な

い
の

で
は
、
本

当

に
絶

望
的

で
が

っ
か
り
し

て
し

ま

い
ま
す
。

3
、

新

院
御
方

に
て
人

々
毎
春

花
盛

心

を
よ

み
し

い
つ
と
て

か
花

に
心
を

つ
け
ざ

ら

ん
/

お
ろ

か

に
匂

ふ
春

し
な

け

れ
ば

r

'

い

っ
た

い

い

つ
に
な

っ
た

ら
、
桜

に
心

を
引

か

れ
る

と

い
う

こ

と
が

な
く

な
る

の

で
あ

ろ
う

か
。

い
や
、

そ
う

い
う

こ
と

は
お

そ
ら

く
あ

る
ま

い
。
毎

春
毎

春
、
桜

の
花

は

こ
ん

な

に
美

し

く

一
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4

、

5

、

咲

き
は

え
る

の
で
あ

る

か
ら
。

へ

「
新
編

国

歌
大

観
」
に
、
「
心

を

つ
げ

ざ

ら
ん
」
と
あ

る
が
、

原

へ

本

未

見
な

が
ら

、
「心

を

つ
け

さ
ら

ん
」
と
あ

る
も

の
と

し
、
「
心

を
付

け
ざ

ら
ん
」

と
解

す

る
。

「
心
付

く
」

は
、

心
を

寄

せ
る
、

執

心

す
る

と

い
う

意

と
判
断

で
き
る
。

尼

に
な
り

て
後

、
人

の
も

と

よ
り
、

む

か
し

の
や
ど

に
月

は

見

る
や
と
申

し

て
侍

り

け
れ
ば

い

つ
と

て
か
月
見

る
こ
と

の
か
は

る

べ
き
/

世

に
有
明

の
か
げ

し

た
え

ね
ば

い

つ
の
世

に
お

い
て
、
月

を
賞

す

る
と

い
う

こ
と
が

な
く

な

っ

て

し
ま
う

こ

と
が
あ

る
だ

ろ

う
か
。

い
や
、

い

つ
と
て
も

月
を

賞

す

る

こ
と

に
変

わ

り
が

あ

ろ
う

は
ず

が

な

い
。

い

つ
の
世

も

有

明

の
月

の
光

り

は
絶

え

る

こ
と
な

く
美

し
く
輝

き
続

け

て

い

る

の
だ

か
ら
。

い
き

て
ま
た
あ

ひ
見

む

こ
と

を
/

い
つ
と

て
か
か
ぎ

り
も

し
ら

ぬ

世
を
ば

た

の
ま
む

い

つ
に
な

っ
た
ら
終

る
の

か
、
そ

の
限
度

も
知

ら

ぬ
は

か
な

い

こ
の
世

の
命

で
あ

り
ま

す
が
、

鹽そ

れ
を
頼

り

に
し

て
、

ま
た
あ

な

た

(
入
道
)

と
生

き

て
会
う

こ
と

の
で
き

る
日
を

願

っ
て

い

ま
す

。

ち

ょ
う

ど

そ

の
よ
う

に
、

い

つ
ま

で
続

く

か
も
知

れ
な

い
源

氏

と
私

(明
石

の
上

)
と

の
関
係

で
す
が
、

そ

れ
を
頼

り

に
し

て
、

ま
た
都

へ
行

っ
て
源
氏

と
逢

っ
て
契

り
を
結

ぶ

こ
と

を

願

っ
て

い
る

の

で
す
。

歌

は

二
句

切

れ
と

し
、
「
い
き
」
に

は

「生

き
」

と

「
行

き
」
と

の
両
意

が
、
「
あ

ひ
見

む
」
に
は

「
入
道

と

の
再
会

」
と

「源

氏

と

の
愛

の
再
契

」
と

の
両
意

が

、
「
世

」
に
は

「
こ

の
世

」
と

「
源

氏

と

の
愛

の
関

係
」

と

の
両
意

が
、

そ
れ

ぞ
れ

こ
め

ら
れ

て

い

る
も

の
と
解

す

る
。

さ

て
、

以
上

の

「
い

つ
と

て
か
」
の
考
察

を

ふ
ま
え

る
と
、

山
本

氏

が
、

富

士

を

い
ぶ

か
し
む
気

持

ち

で
あ

る

と

い
う
解

釈

の
前
提

と

し
た
、
「
い

つ

と

て
か

:
・…
ら

む
」

と
呼
応

さ

せ
る
通

説
も

、
ま

た
考

え
直

し

て
み
る
必

要

が

あ
り

そ
う

に
思
う

。
本
稿

で
は
、
・前

述

の
如

く
、
「
い

つ
と

て
か
」
を

「
い
つ

れ

の
時

に
あ

り

て
か
」

と
解

す

る
立

場

な

の

で
、

「
い

つ
と

て

か

:
・:
・ら
む
」
と
し

て
、
「今

を

い

つ
だ

と
思

っ
て
…

…
し

て

い
る
の

で
あ

ろ

う

か
」
と

い
う
解

釈

は

と
れ
な

く
な

っ
て
く
る
。

つ
ま

り
、
「
い

つ
と

て
か
」

ヘ

へ

は
、
未
来

に
対

す

る
疑

問

と
解

す
る

の

で
あ

る

か
ら
、

そ

れ
に

「
ら
む
」
の

ヘ

へ

現
在

推
量

を
呼
応

さ
せ

る

の
は
、
論

理
的

に

お
か
し

い
と

い
う

こ
と

に
な

っ
て
し
ま

う
。
従

っ
て
、

こ

こ
は

「
い

つ
と
て

か
」
を

下

に
呼

応

さ
せ
ず

、

上

に
か

か
る
も

の
と
考

え
ざ

る

を
得

な
く
な

る
。

す

る
と
、

こ

こ
は
倒
置

と

い
う

こ
と

に
な
り
、

い

つ
と

て
か
時
知

ら

ぬ
山

は
富

士

の
ね

の
形

で
あ

る

こ
と
に
な

る
。

し

か
も
、

こ

の
形

は
す

で

に
、

『源

氏
物

語
』

に
、

い

つ
と

て

か
限

も
知

ら

ぬ
世
を
ば

頼

ま
む

と
あ

っ
た
形

と
同

じ

で
あ

る

こ
と

に
気

づ

く
。

ま
た
、
『万
葉

集
』
に
お

い

て
参

考

と
な

る
形

は
、

一10}



ひ
と
く
に

き
み

あ

ご

を

き

く

他

国

に
君
を

い
ま

せ

て

い

つ
ま

で
か
我

が
恋

ひ
居

ら
む
時

の
知

ら
な

鰻

(三
七

七

一
、
旧

三
七

四
九

)

の
歌

で
あ

ろ
う
。
「
日
本

古
典

文
学
大

系

」
で
は
、

こ

の

「
時
」
を

「
限
度

・

期

限
」

と
解

す

る
。

つ
ま

り
、

こ
う

し

て
み

る
と
、

こ

の

「
時
」
は
、
「
限

り
」
と
似

た
意
味

を
表

わ

す
も

の
で
は
な

い
か
と
思

わ
れ

る
。

こ

の
場
合

、
先
掲

の

『
万
葉

集
』

三
九

一
三

(旧

三

八
九

一
)

の
歌

が
参

考

と
な

る
が

、

こ
の
歌

は
、

荒
津

の
海

は
、

い

つ
も
同

じ
状
態

で
は
な

く
、
潮

が
干

て
し
ま
う

「
時

」
、

ま
た
潮

が
満

ち

て
し
ま

う

「時

」
と

い
う

、

そ
う

い
う

(限

度

の
)
「
時

」
が

あ

る
の

に
、
私

の
恋

は

い

っ
た

い
い

つ
、

そ
う

い

う
恋

の
思

い
の
な
く

な

る

(限
度

の
)
「時

」
が
あ

る

の
だ

ろ
う

か
。

と

い
う

こ

と
で
、

こ

れ
と
併

せ
考

え
れ
ば

、

こ

の

「
い

つ
と

て
か
時

知
ら

ぬ
山

は
富

士

の
ね

」

は
、

普

通

の
山

の
雪

は
、

い

つ
ま

で
も
降

り

つ
づ

く

も

の
で
は

な
く
、

降

ら

な
く

な

っ
て
し

ま
う

(限

度

の
)
「時

」
が
あ

る
も

の
な

の

に
、

富

士

の
山

は
、

そ
う

い
う

「
時

」
が

な
く
、

い

つ
も
雪

が

「時

じ

く
」
降

り

つ
づ

い
て

い
る
。

こ

の
山

の
雪

は
、

い

っ
た

い

い
つ
に

な

っ
た
ら
降

り

や
む

(限
度

の
)
「時

」
が
あ

る

の
だ

ろ
う

か
。

そ

う

い
う

「時

」

を
知

ら
な

い
山

は
、

こ

の
富

士

の
嶺
だ

。

と

い
う

よ
う

な

こ
と
を
言

っ
て

い
る

の
だ
と

思
わ

れ
る
。

こ
の
解
釈

で
、

歌
全

体

を
訳

し

て
み

る
と
、

時

し
ら

ぬ
山

は
富
士

の
ね

い

つ
と

て

か
/

か
の

こ
ま
だ

ら

に
雪

の
ふ

る
ら

む
い

つ
に
な

っ
た
ら
限

り
が
来

る

の

か
、

そ

の
限
度

を
知

ら
な

い
の

は
富

士

の
山

の
嶺

(の
雪
)
だ
。

そ
れ

だ

か
ら
、

五
月

の
晦
日

の
今

　　
　

　

で
も

こ
ん
な

に
真
白

に
雪

が
降

り

つ

つ
あ

る

の
で
あ

ろ
う
。

と

い
う
よ

う
な

こ
と

に
な

ろ
う

と
思

う
。

つ
ま
り
、

こ
れ
は
決

し

て
、
富

士
を

い
ぶ
か
し

ん

で

い
る

の
で

は
な
く
、

夏

な

の
に
、
真
白

に
雪

の
降

っ

て

い
る

こ
と

へ
の
讃
嘆

で
あ

り
、

「時

じ

く

そ
雪

は
降
り

け
る
」

と
言

い
、

「
真
白

に
ぞ
富

士

の
高

嶺

に
雪

は
降

り

け
る
」

と
言

う

「
万
葉

」

の
歌

の

心
を
、

い
さ
さ

か

「古
今

」

風

に
言

い
か
え

た
だ

け

で
あ

ろ
う

。

さ

て
、

以
上

の
よ

う

に
語
句

の
疑

問

を

一
応
解

釈

し

た
と
し

て
も

、
な

お
問
題

は
存

し

て

い
る
。

そ
れ

は
、

始

め

に
述

べ
た

2

・
3

の
歌

の
不
統

一
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

こ
れ

は
、

山
本

氏

が
ま
ず

疑
問

に
さ
れ

た
、
「
東

下
り
」

の
基

調

で
あ

る

「都

へ
の
思

い
」

と

い
う
心

情

が
、

こ

の
3

の
歌

か

ら

は
汲

み
と

れ

な

い
と

い
う

こ

と
と

も
関

わ

っ
て

い
る
。

山
本

氏

の

「
都
」

と

「
ゐ
な
か
」

と

い
う
解
釈

も
、

実

は

こ
の
疑
問

を
解

決

せ
ん

と

す

る
が
た

め

で
あ

っ
て
、
山

本
氏

の
解
釈

を

否
定

し
た
今

、

そ
れ

で
は

こ

の
根
本

の
疑

問
を

ど

の
よ
う

に
解
釈

す

る

か
と

い
う
問

い
に
対

し

て
、
本

稿

な

り

の
答

え
を

提

示
し

て
お
く
必

要

が
あ

る

で
あ

ろ

う
。

ま
ず

、

こ
れ
を

考

え
る

た
め

に
参

考

と
な

る

の
は
、

「小

式
部

内
侍

本
」

の

2

・
3
の
部
分

で
あ

る
。

「
鑑
賞

日
本

古
典

文
学

」

の
引

用

に
よ

る
と

、

そ

れ
は
次

の
ご

と
く

で
あ

る
。

昔

、
男

、

す
ず

う
な

る
道

を

た
ど

り
ゆ

く

に
、

駿
河

の
国
宇

津

の
山

口

に

い
た

り

て
、

わ
が

入
ら

む
と

す

る
道

は
、

い
と
暗
う

細

き

に
、

一
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蔦

か

へ
で
は
茂

り
、

も

の
心

細

く
思

ほ
え

て
、
す

ず

う
な

る
め
を

見

る
こ

と
と
思

ふ

に
、
修
行

者

に
さ

し
あ

ひ
た

り
。

「
か

か
る
道

に
は

い

か
で

か

い
ま
す

る
」

と

い
ふ
を
見

れ
ば

、
見

し
人

な
り

け
り

。
京

に

ふ
み

そ

の
人

の
も

と

に
と

て
、
文

か

き
て

つ
く
。

中

空

に
た

ち
ゐ

る
雲

の
あ

と
も
な

く
身

の
い
た
づ

ら

に
な
り

ぬ

べ
き

か
な

と
て
な

む

つ
け
け

る
。

か
く

て
思

ひ

ゆ
く

に
、

駿

河
な

る
う

つ

〉
の
山

の
う

つ

つ
に
も
夢

に
も
人

に
あ

は
ぬ

な

り

け
り

と
思

ひ
ゆ
き

け
り
。

こ
れ

に
よ
れ
ば

、
都

に
託

し

た

の
は
、

「中

空

に
…
…
」

の
歌

で
あ

っ
て
、

「
駿
河

な
る

…
…
」

の
歌

は
、

そ

の
後

一
人

で
都

の
恋
人

を
思

っ
て

の
歌

と

い
う

こ
と

に
な

っ
て

い
る
。

今

、
歌

の
順

序

は
別

に
問

わ
ぬ
も

の
と
し

て
、
注

意

す

べ
き
は
、

二

つ

の
歌

が

こ

こ
で
は
極

め

て
密

接

な
関
連

を

も

っ
て
配

さ

れ
て

い
る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

つ
ま
り
、

修
行

者

に
歌
を

託

し
た
あ

と
、

そ

の
歌

に
よ

っ

て

い

っ
そ
う
明

瞭

に
喚

起

さ

れ
た
恋

人

へ
の
思

い
を

抱

き
な
が

ら
道

を
行

き

つ
つ
詠

ん
だ

の
が
後

の
方

の
歌

で
あ

る
と

い
う

こ
と

に
な

っ
て

い
る
わ

け

で
あ

る
。

こ
の
、
「時

し

ら

ぬ
…

…
」
の
歌
も

、
そ

の
よ

う
な
関

連

を
考

え

て
み

る
こ
と

は

で
き

ぬ
で
あ

ろ
う

か
。

即

ち
、

こ
の
歌

も
ま

た
、
単

な

る
富

士

の
雪

を

詠
ん

だ

と

い
う

だ
け

で
は

な
く

、
「
駿

河
な

る
…

…
」
の
歌

に
よ

っ
て
喚

起

さ
れ

た
恋

人

へ
の
思

い
が

こ
め

ら
れ

た
も

の
と
解

釈

で
き

ぬ
も

の
で
あ

ろ
う

か
と

い
う

の
で
あ

る
。

さ

て
、

そ

こ
で
、

一
年
中

降

る
雪

と

い
う

も

の
は
、

ど

の
よ
う

に
歌

に

詠

ま
れ

て

い
る
か
と

い
う

と
、

ふ

る
き
や

ま

と
ま

ひ
の
う

た

し
も

と

ゆ
ふ

か
づ
ら

き
山

に
ふ

る
雪

の
ま
な

く
時

な
く

お
も

ほ
ゆ

る

か
な

(古
今

和
歌
集

一
〇
七

〇
)

よ
し

の

み
み

が

み
ね

と
き

ゆ
き

ふ

ま

み
吉
野
の

耳
我
の
嶺
に

時
な
く
そ

雪
は
降
り
け
る

間
な
く

あ
め

ふ

ゆ
き

と
き

あ
め

ぞ

雨
は
降
り
け
る

そ
の
雪
の

時
な
き
が
ご
と

そ
の
雨
の

ま

く
ま

お
も

こ

や

ま
み
ち

問
な
き
が
ご
と

隈
も
お
ち
ず

思
ひ
つ
つ
ぞ
来
し

そ
の
山
道
を

或
本
の
歌

よ
し

の

み
み

が

や
ま

と
き

ゆ
き

ふ

ま

み
吉
野
の

耳
我
の
山
に

時
じ
く
そ

雪
は
降
る
と
い
ふ

間
な

あ
め

ふ

ゆ
き

と
き

あ
め

く
そ

雨

は
降

る
と

い
ふ

そ

の
雪

の

時

じ
き

が
ご

と

そ

の
雨

ま

く
ま

お
も

こ

や
ま

の

間

な

き
が
ご

と

隈
も

お
ち
ず

思

ひ

つ
つ
ぞ
来

し

そ
の
山

み
ち道

を右

は
-句

々
相
換

れ
り

。

こ
れ

に
因

り

て
重

ね
て
載

す
。

」
(万
葉

集

二
五

・
二
六

)

よ
し

の

み

か
ね

だ
け

ま

あ
め

ふ

と
き

み
吉
野
の

御
金
が
岳
に

間
な
く
そ

雨
は
降
る
と
い
ふ

時
じ

ゆ
き

ふ

あ
め

ま

ゆ
き

く

そ

雪

は
降

る
と

い
ふ

そ

の
雨

の

間

な

き
が
ご

と

そ

の
雪

と
き

ま

あ

こ

い
も

た
だ

の

時
じ
き
が
ご
と

間
も
お
ち
ず

我
れ
は
ぞ
恋
ふ
る

妹
が
正

か香
に

反
歌

ゆ
き

ふ

よ
し

の

た
け

ゐ

く
も

よ
そ

み

こ

こ

み
雪
降
る
吉
野
の
岳
に
居
る
雲
の
外
に
見
し
子
に
恋
ひ
わ
た
る
か
も

(万
葉
集
三
三
〇
七
・
三
三
〇
八
、
旧
三
二
九
三
・
三
二
九
四
)
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『古

今
集

』

の
歌

は
、
、「大

歌
所

御
歌

」
と
あ

り
、

ま
た

『万

葉
集

』
の

二
五

・
二
六

の
歌

は
、

「
天
皇

の
御
製

歌

」

と
あ

る
。

お
そ
ら

く
、
右

の
歌

　　

　
　

の
形

は
、
伝

承
歌

と
し

て
著
名

の
も

の
で
、

「
年
中

降

る
雪
」

か
ら

、

「絶

え
ず

続

く
恋

の
思

い
」

へ
の
連

想

は
、
極

め

て
自
然

で
は
な

い
か
と
思

わ

れ

る
。

即
ち

、
〈
富
士

の
雪

時

じ
く

そ
雪

は
降

り
け

る

隈
も
落

ち

ず
思

ひ

つ

つ
ぞ
来

し
そ

の
山
道

を
〉

と

い
う
連

想

の
糸
を

た
ぐ

れ
ば

、
宇

津

の
山

の
道

の
あ

と

に
、

富
士

の
雪

を
配

し

た
と

い
う

の
も
、
恋

の
思

い

　　

　
　

の
表

現

と
し

て
と
ら

え
ら

れ

る

こ
と

に
な

っ
て
く

る
。
ま
ず

、
「駿

河

な

る

…

…
」
の
歌

で
、
恋
人

へ
の
恨

み
を
述

べ
る
。

そ
し

て
、

「
あ
な

た
は

も
う

私

の

こ
と
を
忘

れ

て
し
ま

っ
た

の
か
」

と
わ
び

し

い
思

い
を
抱

き

つ
つ
、

な

お
も
山
道

を
行

く

の

で
あ

る
。
そ

う
す

る

と
富

士

が
見

え
た
。

雪

が
真

白

に
降

っ
て

い
る
。

あ

の
雪

が
間

な

く
時

な
く
降

っ
て

い
る
よ
う

に
、

私

は

こ

の
山
道

を
行

き

な
が

ら
、
片

時

も
忘

れ
る

こ
と

も
な

く
、

こ
ん
な

に

あ
な

た

の
こ
と
を

思

っ
て

い
る

の
だ
、

と

い
う

よ
う

な
全
体

の

「
読

み
」

を
考

え

て
み
る

こ
と

が

で
き
る

で
あ

ろ
う
。

も

し
、
右

の
よ
う

な
読

み
方

が
許

さ

れ
る
な

ら
、

2

・
3

の
歌

も

、
ま

ず

恋
人

へ
の
恨

み
を
述

べ
、

そ

の
あ

と
、
恋

人

へ
の
断

え

ぬ
思

い
を
託

し

た
も

の
と

し

て
き
わ

め

て
統

一
的

に
把

握

で
き

る
。

す

る
と
、

こ

こ
は
、

「
山
道

」
か
ら

「
年
中

降

る
雪

」

へ
と
描
写

が
と

ん

で
、
そ

の
背
後

に
あ

る

「
断

え

ぬ
恋

の
思

い
」
は
表

現

の
裏

に
隠

さ
れ
、
表

に
は
現

れ

て
こ
な

い
と

　　
り
　

い
う

こ
と

に
な

る
。
こ

の
よ
う
な

表
現

を
俳

諧

で
は

「
ぬ
け

風
」
と

い
う

が
、

ま

さ
し
く

、

こ
こ
も

近
世

俳
諧

と
共

通
し

た
表

現

の
よ
う

に
思

わ
れ

る
。

ど
う

も
、
我

々
は
古
典

と

い
う

も

の
を
、

あ
ま

り
生
真

面

目

に
表

面

の
意

味
だ

け

で
な

ぞ
り
す
ぎ

て

い
る
の

で
は
あ

る
ま

い
か
。

以
上
行

な

っ
た
私

の
解

釈

は
ま

っ
た
く
間

違

っ
て

い
る

の
か
も

知

れ
な

い
。
し

か
し
、

こ
う

解

釈

す

る

こ
と
に
よ

っ
て
始

め

て
、
私
自

身

に
は

「
東

下
り
」

の
主

題

が

統

一
的

に
明
瞭

に
と

ら
え

ら
れ
た

よ
う

に
感

じ
ら

れ

る
。

五

以
上

の
様

に
、

こ
の

「東

下

り
」

一
段

の
主

題

は
、
「
旅

に
在

っ
て
都

に

残

し

て
来

た
恋
人

へ
馳

せ

る
限

り

な
き
思

い
」

と

い
う

よ
う
な

こ
と

で
あ

ろ
う

と
思

わ
れ

る
が
、

現
行

の
註
釈

の
ま
ま

で
は
、

そ

の
主
題

へ
と
読

み

を

進

め

て
ゆ
く

こ
と
は
、

か
な

り
困

難

で
、
ま

た
歌

が

ク
ラ
イ

マ
ッ
ク

ス

に
位
置

す

る
と

い
う

こ
と
も
、

具
体

的

に
理
解

し

に
く

い
も

の
と
な

っ
て

い
る
。

も
し

、
本
稿

で
と

っ
た

よ
う

な
読

み
が
許

さ

れ
る

な
ら
ば

、
右

の

よ

う
な
問

題

は
、

「
か
き

つ
は
た
」

「都

鳥

」
「
昔

あ

へ
る
人

」

「時

じ
く

降

る
雪
」

と

い

っ
た
、

キ

ー
ワ

ー
ド
を
考

え

る

こ
と

に
よ

っ
て
解

決

で

き
る

で
あ

ろ
う
。

そ
れ

ぞ
れ

の
言
葉

は
単

な
る
対

象

を
表

わ
す
だ

け

の
も

の
で

は
な
く

、

背
景

に
過

去

の
文
芸

の
伝
統

を
背

負

い
、

一
定

の
連

想

を

と
も
な

っ
た
特

殊

な
表
現

な

の
で
あ

る
と
考

え

ら
れ

る
。

つ
ま

り
、

「
か
き

つ
は

た

(
11
離

れ

て
会
え

ぬ
美

し

い
恋

人
)
」
「
都
鳥

(
11
都
を

恋

い
し

た
う
思

い
)
」
「
昔
あ

へ
る
人

(11
偶
然

の
再

会
)
」

「
時

じ
く
降

る
雪

(
"
間

断

な
き
恋

の
思

い
)
」

と

い
う

ふ
う

に
で
あ

る
。
特

に
、
中

学

や
高
校

に
お

い
て
は
、

こ
の
よ
う

に
読

み
と

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
「言

語
」
と

「
文
芸

」
と

い
う
も

の
の
関
わ

り
方

や
、

日
常
的

言
語

と

い
う
も

の

と
文

芸
的

言
語

と

い
う
も

の

の
次
元

一13}



の
相
違

へ
思

い
を
及

ぼ

す
端
緒

に
な

り

は
し
な

い
か
と
思

う

の
で
あ

る
。

言
葉

と

い
う
も

の
は
、
過

去

の
文
芸

の

つ
み
重

ね

の
歴
史

の
う

ち

に

一
定

の

イ

メ
ー
ジ

が
付

与

さ

れ

て
行

く

わ
け

で
、

こ
の
文

芸

の

つ
み
重

ね

は
、

「
東
下

り
」

の
場
合
、

さ

ら

に
下

っ
て
謡
曲

「隅

田
川

」

の
教
材

へ
と
発

展

さ

せ
る

こ
と

も

で
き
よ

う
ゆ
謡

曲

に
お

け
る

「隅

田
川

」
の
設
定

は
、
「業

平

の
恋

人

へ
の
思

い
」

と

「
母

の
我
が

子

へ
の
思

い
」

と

い
う

こ
と
を

重

ね
あ
わ

せ

て

い
る

の
だ

と

い
う
全
体

的
見

通

し
が
考

え

ら
れ

る

の
で

は
あ

る
ま

い
か
。

「
隅

田
川
」
は
単

な

る
武

蔵

国

の
地

名

で

は
な
く

、
あ

の

「東

下

り
」

の
業

平
が
恋

人

を
思

っ
た
場

所

と
し

て
発
想

さ

れ

て

い
る

の
だ

と

い
う

こ
と

に
気

づ

け
ば
、

こ
こ
か

ら
す
ぐ

に
、

「
歌
枕

・名

所
」

と

い
う
概

念

へ
話
を

す

す
め

る
こ

と
が
可
能

で
あ

る
。

さ
ら

に
、

そ
れ

か
ら

「季

語
」

と

い
う
概
念

へ
進

む

こ

と
も

で
き
、
俳

句

に

お
け

る
季
語

の
働

き

へ
も
発

展

さ

せ

て
ゆ
く

こ
と

が

で
き
る
。

以
上

が
、

か

つ
て
、

中
学

・
高

校

で
教

え
た

二
回

の

「東

下

り
」

の
授

業

に
お
い

て
、
私

自
身

疑
問

に
感

じ

た

こ
と
を
、

私
自

身

で
解

決

し

て
み

た

結
果

で
あ

る
。

最
初

に
述

べ
た
よ
う

に
、

こ
の
解

釈

は
、
私

の
専
門

で

あ

る
江

戸
文
学

の
解

釈

を
応

用
し

た
も

の
で
、
適

切

で
あ

る
か
ど

う

か
は

よ

く
わ

か
ら

な

い
。
た

だ
、

も
し
以

上

の
よ

う

に
解

釈

で
き

る
と

す

る
な

ら
ば

、
「東

下

り
」
の
教
材

を
他

教
材

と

こ

の
よ
う

に
関
連

さ

せ

て
考

え

て

み

る

こ
と
が

で
き

る

の
で
は

な

い
か
と
思

っ
た

の
で
あ

る
。
し

か

し
、
勿

論

こ
れ

は
、
「東

下

り
」
解

釈

の

一
つ
の
試
案

と

い
う

ま

で

の
こ
と

に
す
ぎ

な

い
。

〈
注

〉

.

、

(1
)

歌

の
引
用

は
、

す
べ
て

「新
編

国
歌
大
観
」
の
表
記

(た
だ
し
、

『万
葉
集
』

に

お
け

る
漢
字
表
記

の
み
は
、
「角
川
日
本
古
典
文
庫

」)
に
拠

っ
た
。

ま
た
、
国

歌
大
観
番
号
も
、
「新
編
国
歌
大
観
」
の
番
号

に
従

っ
た
。
な
お
、
『万
葉
集
』
は
、

旧
国
歌
大
観
番
号
を
も
併
記

し
た
。

『古
今
和
歌
六
帖
』

の
異
本

に
つ
い
て
は
、

「
図
書

寮
叢

刊
」

の
校
異
篇

に
拠

っ
た
。

(
2
)
.
河
地
修

氏
は

「伊
勢
物
語

・東

下
り
の
生
成
」

(『文
学
論
藻
』

53
、

昭
和

53
・

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

12
)
に
お
い
て
、
歌
枕

「
八
橋
」
が
、
蜘
蛛
手

に
思

う
恋

の
心
の
象
徴

で
あ

っ
た

と
さ
れ
る
。
恋

の
思

い
は
、
「
八
橋
」

に
よ

っ
て
も

ひ
き
お
こ
さ
れ
る
と
言
え
る

わ

け
で
あ

る
が
、
東
山
御
文
庫
本

『業
平
朝
臣
集
』

に
は
、
こ

の
部
分
、

あ

つ
ま

へ
ま
か
る
み
ち

に
、

か
き

つ
は
だ

の
お
も
し

ろ
か
り
け

る
所

に
を

り

ゐ
て
、
か
.き

つ
は
た
と

い
ふ
た

い
を
く

に
す

へ
て
よ
め
と
侍
し
か
は

(日
本
大

学
国
文
学
会

『語
文
』

10
に
拠

る
)

と
あ
り
、
ま

た
、
尊
経
閣

文
庫

本

『在
中
将
集
』

は
、

あ

つ
ま

の
か
た
に
ま
か
り
け

る
に
、

か
き

つ
は
た
の

お
も

し
ろ
か
り

け
る

を
見

て
、
木

の
か
け
に
お
り
ゐ
て
、
か
き

つ
は
た
と

い
ふ
も
し
を

く
の
か
し

.ら

に
す

へ
て
た

ひ
の
心

を
よ
め
と

い
ふ
人
あ
り
け
れ

は

(「私
家
集

大
成

中
古

1
」
に
拠
る
)

と
あ

っ
て
、
「八
橋
」
も
で

て
こ
な

い
。
「
か
き

つ
は
た
」
の
ほ
う
が
む
し

ろ
、
「遠

く
離

れ
た
恋
人

へ
の
思

い
」
と

い
う
こ
と

で
、
こ
の
場

合
は
中
心
的

で
あ

っ
た

と

言

え
る
の
で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

な
お
、
「塗
籠
本
」

に
よ
れ
は
、
「
か
き

つ
は
た
」
の
条

り
は
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

そ
の
さ
は
に
、
か
き

つ
は
た
、
い
と
お
も

し
ろ
く
、さ
き
た
り
。
そ
れ
を
み
て
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

京

い
と
こ
ひ
し
く
お
ぼ
え
け
り
。

さ
り

け
れ
ば
、

あ
る
人
、
「
か
き

つ
は
た

と
云
、

い

つ
も
じ
を
、
く
の
か
し
ら

に
す
ゑ

て
、
旅
心
よ
め
」
と

い
ひ
け
れ

ば
、

ひ
と
り
の
人

よ
め
り
。

(「日
本
古
典
全
書
」

に
拠

る
)

と
あ

る
。
「
か
き

つ
は
た
ー

ー
恋
人
i

」
都
」

へ
の
連
想
を
裏
づ

け
る
も

の
と
考

え
ら
れ
な

い
だ

ろ
う

か
。

(3
)

こ
の
指
摘

は
、
既

に
河
地
修

氏

「伊
勢
物
語

・東
下

り
の
生
成
」

に
お
い
て
な

さ
れ
て

い
る
。
し

か
し
、
氏

は
、
「す

み
だ
河
の
場
面
が

こ
の
万
葉
…

…
を
下
敷

「
14

一



'

に
し
た
も

の
で
あ

る
と
主

張
す
る

つ
も
り

は
、
私

に
は
な

い
」
と
、
や
や
控
え
め

に
論
じ

て
お
ら

れ
る
。

(
4
)

竹
岡
正
夫
氏

は
、
『伊
勢
物
語

全
評
釈
』
(昭
和

62
年
、
右
文
書
院

)
に
お
い
て
、

「降
れ
り
」
は
、
「今

ち
ら

ち
ら
降

っ
て

い
る
最
中

で
は
な
く
、
降

っ
て
地

上
に

積

も
り
、
敷

い
て
あ

る
状
態

の
雪
で
あ
る
」
と
さ

れ
る
。

し
か
し
、

風
に
散
る
花

か
と
そ

み
る
空

さ
え
て
ほ
ど
う
ほ
ど

う
に
ふ
れ
る
し
ら
雪

(久
安
百
首

一
五
五
)

き
の
ふ
け
ふ
ふ
じ

の
高

ね
は
か
き
く
れ
て
き
よ
見
が
関

に
ふ
れ
る
初
雪

(清
輔
集
二
〇
〇
)

白

玉
の
ふ
れ
る
と
や

み
む

み
ぎ

は
よ
り
さ
や
け
く
ち
れ
る

か
が

り
火

の
影

(紀
師
匠
曲
水
宴
和
歌

一
一
)

等

の
例

は
、

「今
眼
前

に
降
り

(落

ち
)
つ
つ
あ
る
状
態
」
と
考
え
ら
れ
る
。
や

は

り
、
「降

れ
り
」
は
、
現
在
降

り

つ
つ
あ
る
状
態

も
、
ま
た
、
降

っ
て
地
上

に
敷

い
て
あ

る
状
態

も
、
両
方

の
場
合
が
あ

る
と
す

る
方

が
よ

い
と
思
わ
れ

る
。

(5
)

古
注

で
は
、
『伊
勢
物

語
惟
清
抄
』
に
、
「山

ノ
名
誉

ヲ
云
タ
テ
タ
リ
。
時
知
ラ

ヌ
山

ハ
、
フ
シ
ノ
ネ

ニ
テ
有

ケ
リ
。
コ
ナ
タ

ハ
五
月
ノ

ツ
コ
モ
リ
、
既

二
六
月
ナ

ル
ニ
、
イ

ツ
ト
思

ヒ
テ
カ
富
士

ノ
ネ

ニ
雪

ハ
フ
ル
ラ
ン
ト
云
リ
。
カ
ノ

コ
マ
タ
ラ

バ
、
ム
ラ
く

ニ
フ
ル
雪
也

」

(「
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
」

に
拠

る
)
と
あ

る
。

『伊
勢
物
語
直
解
』

『伊
勢
物

語
闕
疑
抄
』
『紹
巴
本

伊
勢
物

語
付
注
』
も
大
略
同

様
で
あ
る
が
、
特

に

『伊
勢
物
語
古

意
』
が
、
本
稿

の
立
場

に
近

い
。

(6
)

石
田
穣
二
氏
訳
注

『新
版
伊
勢
物
語

』

(角
川
文
庫
、

昭
和

54
年

)
で
は
、
こ

の

「
い
つ
と

て
か
」

に
つ
い
て
、

「
い

つ
と
て
か
」
を
現
行
諸
注

は

「今

を

い
つ
と
思

っ
て
…

…
」
と
訳
す
が
、

本
来

の
使

い
方
は

「
い

つ
と
い
う
こ
と
で
」
で
あ
り
、

こ
の
歌

も
や
は
り
直

訳

と
し
て
は
そ
う
訳
す

べ
く
、

い
っ
た

い
い
つ

(ど
う

い
う
時

に
)、
・と

い

う
こ
と
で
あ
る
。

と
さ
れ
る
。
た
だ
、
訳

に
お
い
て
は
、
「
い
つ
と
て
か
」
を

「ら

む
」
に
か
け
る

广

解
釈

を
取

っ
て
お
ら
れ
る
。

(7
)

こ
の
よ
う
に
解

す
れ
ば
、
「
ら
む
」
に

つ
い
て
も
、
竹
岡
正
夫
氏

の

『古
今
和

歌
集
全
評
釈

(上
)
』

(昭
和

51
年

、
右

文
書
院
)

の

「ら
む
」

の
分
類
中
、

(4
)
、

(

・3
P
41
)

の
変
型
と
考
え

て
用

法
的
に
矛
盾
が
な
く
な

る
。

(8
)

二
五

・
二
六

の
歌

は
、
壬
申

の
乱
直
前

の
天
武

天
皇

の
歌
と
さ

れ
る
が
、

「日

本
古
曲
ハ文
学
全
集
」
の
註

に
、
古

い
伝
承
歌

の
パ
タ

ー
ン
を
踏

ま
え
た
も

の
と
あ

る
。

(9
)

河
地
修

氏

「伊
勢
物

語
・東
下

り
の
生
成

」
に
、
「富
士

の
山
」
が
、

「か
な
わ

ぬ
恋

の
象
徴

」と
し

て
、
前

の
宇

津

の
山
と

の
関
連
を
も

っ
て
叙
述

さ
れ
て

い
る

ヘ

へ

と

の
指
摘

が
既
に
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
場
面
は
、
富
士

の
煙

よ
り
も
、
む
し
ろ
雪

が
中
心

と
な

っ
て

い
る
点

を
考
え
て
み
る

べ
き
だ

と
思

わ
れ
る
。

(10
)

尾
形
仂
氏

「
ぬ
け
風

の
俳

諧
」

(『国
語
と
国
文
学
』
昭

28

・
3
)

〈付
記
〉

本
稿
を
成
す

に
当
た
り
、
草
稿

の
段
階

で
、
兼
築
信
行

・
佐
藤
裕
子

・
神
野
藤
昭
夫

各
氏

の
御
注
意
を

い
た
だ

き
、
引
用
や
形
式

の
統

「
、
お
よ
び
、
文
意
不
明
瞭
な
部

分
の
書
き
換
え
を
行
な
う

こ
と
が
出
来

た
。
ま

た
、

『万
葉
集
』
の
引

用
に

つ
い
て
、

川
平
ひ
と
し
氏
よ
り
御
教
示
を

い
た
だ

い
た

部
分
が
あ

る
。
併
せ

て
厚

く
御
礼
申

し
上
げ

た

い
。
な
お
、
本
稿
の
中
学

・高
校

に
お
け
る
授
業
と

は
、
、東
京
大
学
附
属

中
高
等

学
校

に
お
け
る
授
業

(昭
和
48
年
度
、
52
年
度
)
で
あ
る
。
自

由
な
雰
囲
気

の

中

で
、
様

々
な
試
行

を
受
け
入
れ
て
下
さ

っ
た
、
当
時

の
教
員
諸
氏
、
お
よ
び
生
徒

諸

君
に
も
、
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ

る
次
第

で
あ

る
。
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