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今

日

の
我

々
が
短
歌

の
み
な
ら
ず
歌
謡
を
も
享
受
し
て

い
る
の
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
る
こ
と
な

く
、

古
代

日
本
に
お

い
て
歌
謡
を
母
胎

に
和
歌

が

誕
生

し
た
そ

の
後
も
、
歌
謡
は
消
滅
す

る
こ
と
な
く
享
受
さ
れ
て
来
た
。
和
歌
成
立

以
前

は
も
と
よ
り
成
立
以
後

に
渡

る
ま

で
享
受
さ
れ
た

で
あ

ろ
う
古
代
歌

謡
の

一
端
を
窺

わ

せ
る

の
が
、
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
所
載

の
い
わ
ゆ
る
記
紀
歌
謡

で
あ
る
が
、
そ
の
中

で
も
と
り
わ
け
、

 
ひ
な
ぶ
り
 
 
 さ
か
く
ら
 
 
う
た

「夷
振

」

「酒
楽

の
歌
」
等

の
歌
曲

名
が

注
記
さ
れ
た
も

の
は
、

少
な
く
と
も
記
紀
成
立
時

に
は
実
際

に
雅
楽
寮

(も
し
く
は
そ

の
前
身
)

で

宮

廷
歌

謡
と
し
て
奏
さ
れ
、
そ
れ

以
後
も
、
宮
廷

の
人

々
に
享
受
さ

れ
た
で
あ
ろ
う

こ
と
が
ほ
ぼ
確
実
視
さ
れ
る
。

こ
の
こ
と
を
証
明
す
る

の

が
、
『
琴
歌
譜
』

の
存
在

で
あ
ろ
う

。
周
知

の
通

り
、
天
元
四
年

(九
八

一
年
)
十
月

二
十

一
日
に
大
歌
師

で
あ
る
多
安
樹

の
所
持
本
を
伝
写

し
た
と

の
奥
書

の
あ
る

『
琴
歌
譜

』

の
原
本

の
成
立
年
代

は
定
か
で
は
な

い
が
、
同
書
収
録

の
歌
謡

二
十

一
首
中
、
記
紀
歌
謡
と

ほ
ぼ

等
し

い

歌
詞
を
持
ち
、
同
じ
歌
曲
名
が
注
記
さ
れ
た
歌
謡
が
五
首
見
え
、

こ
れ
ら
が
、
盛
衰
は
あ

る
に
し
ろ
、
実
際

に
平
安
朝
ま
で
歌

い
継
が
れ

て
い

た

こ
と
が
推
察

さ
れ
る
。



 

こ
う

し
た
宮

廷
歌
謡

の
享
受
さ
れ
た
時
期
と
万
葉

の
時
代
と
は
ほ
ぼ
重
な

る
わ
け
だ
が
、

こ
れ
ら

の
歌
謡
と
万
葉
歌
と
は

い
か
な
る
関
わ
り

を
持

つ
の
で
あ
ろ
う
か
。

 
初
期

万
葉

と

の
近
さ
と

い
う
点

で
、
従
来
、
そ
の
筆
頭

に
挙
げ
ら
れ
て
来
た
も

の
の

一
つ
に
、
軽
太

子
を
め
ぐ

る

一
連

の
歌
謡
群
が
あ
ろ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

し
 
ら
 
げ
 
 
 
 
 
 ひ
な
ぶ
り
 
 
あ
げ
う
た

允
恭

天
皇

の
皇

太
子
、
軽
太

子
と

そ
の
同
母
妹
、
軽
大
郎
女
と

の
悲
恋
諌
が
、
『
古
事
記
』

で
言
え
ば
、

「志
良
宜
歌
」
「夷
振

の
上
歌
」
等

の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ハユリ

歌
曲
名

が
注
記
さ

れ
た
歌
謡
十
首
及

び
歌
曲
名
が
注
記
さ
れ

て
い
な

い
歌
謡

三
首

の
計
十
三
首

の
歌
謡
を
中
心

に
構
成
さ
れ
、
歌
謡
物
語
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハ 
リ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハ 
り

い

っ
た
様
相

を
呈
し
て
い
る

こ
と

は
周
知

の
通
り
だ
が
、
早
く
、
久
松
潜

一
氏
や
青
木
生

子
氏
が
軽
太

子
を
め
ぐ

る

一
連

の
歌
謡
群
を
万
葉
拝

情
詩
発
生

の
問
題
と

の
関
連

に
お
い
て
論

じ
ら
れ
て
以
来
、

こ
れ
ら

の
歌
謡
群
を
初
期
万
葉

の
母
胎
と
す
る
と

い
う
捉
え
方
自
体
は
概
ね
承
認

さ
れ

て
今

日
に
到

っ
て
い
る
と
言
え
る
。

 

こ
う

し
た
立
場

の
根
底

に
あ
る
の
は
、
『
古
事
記
』
歌
謡
八
八
番
歌

の
小
異
歌
が

『
万
葉
集
』
巻

二
、
八
五
番
歌
と
し
て
、
ま
た

『
古
事
記
』

歌
謡
九
〇
番
歌

の
小
異
歌
が

『
万
葉
集
』
巻
十
三
、
三

二
六
三
番
歌
と
し
て
見
え
る
と

い
う
事
実

で
あ
る
が
、
中

で
も
、
伊
予

に
流
さ
れ
た
軽

太

子
の
後
を
追

っ
て
、
軽
大
郎
女
が
歌

っ
た
と
あ
る
記
八
八
番
歌
、

 
 
 
 
 
 
 

け

 
 

君

が
行
き
 

日
長
く
な
り
ぬ
 

山
た
つ

の
 
迎

へ
を
行

か
む
 
待

つ
に
は
待
た
じ
 

観
脱
航
軸
激
絹
批
賑
へ

(記
八
八
)

右

の
小
異
歌
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
バる
り

 
 

君

が
行
き

日
長
く
な

り
ぬ
山
尋
ね
迎

へ
か
行
か
む
待
ち
に
か
待
た
む

(巻

二
、
八
五
)

が

「磐
姫
皇
后
、
天
皇
を
思

ひ
て
作
ら
す
歌
四
首
」

の
第

一
首
と
し
て

『
万
葉
集
』
巻

二

「相
聞
」
の
巻
頭
を
飾

っ
て
い
る
と

い
う

こ
と
を
中

核

に
し

て
、
久
松

・
青
木
両
氏
は
右

八
五
番
歌
を
含

む
初
期

万
葉
と
軽
太

子
歌
謡
群
に
共
通
す

る

「悲
劇
的
な
拝
情
」

(久
松
氏
前
掲
論
文
)

を
提
唱
、
ま
た
、
持
統
後
宮

に
お
け
る

「歌
語
り
」
を
想
定
す

る
伊
藤
博
氏
は
、
八
五
番
歌
を
磐
姫
皇
后
歌
連
作

の
た
め
の
古
歌

の
改
作

と
見
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハら
り

そ

の
作
者

に
柿
本
人
麻
呂
を
擬
す

る
と

い

っ
た
説
を
出
し
て
お
ら
れ
る
。
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し
か
し
な

が
ら
、
歌
自
体
の
内

容
や
表
現

に
即
し
て
言
う
な
ら
ば
、
軽
太

子
歌
謡
群
が
果
た
し
て
ど
れ
だ
け
万
葉
歌

に
影
響

を
及
ぼ

し
た
か

は
疑
問

で
あ

る
。
右

の
八
五
番
歌

に
し
て
も
、
記
八
八
番
歌

の
小
異
歌
と
言

っ
て
も
、
そ

の
表
現
内
容

に
は
双
方
、
大
き
な
隔

た
り
が
あ

る
。

第
三
句

の
相
違

に

つ
い
て
は
、
か

っ
て
澤
潟
久
孝

氏
が
指
摘
さ
れ
た
通

り
、
記
八
八
番
歌

の
耳
慣
れ
ぬ

「山
た
つ

の
」
が

「
山
尋
ね
」

と
誤
ら

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ロ

れ
、
或

い
は
改
め
ら
れ

て
皇
后

の
作
と
し
て
伝
諦
さ
れ
た
の
が
八
五
番
歌

で
あ
ろ
う
が
、
さ
ら

に
下
句
に

つ
い
て
言
え
ば
、
「迎

へ
を
行

か
む
待

つ
に
は
待
た
じ
」

と
断

固
と
し
て
後
を
追

う
決
意

を
表
明
、

い
か
に
も
悲
恋
課

の
ヒ

ロ
イ
ン
に
ふ
さ
わ
し

い
挑
戦
的
な
姿
勢

の
読

み
取

れ
る
記

八
八
番
歌

に
対
し

て
、

八
五
番
歌

「迎

へ
か
行
か
む
待
ち
に
か
待
た
む
」

で
は
、
迎
え
に
行
く
こ
と
と
待
ち
続
け
る

こ
と

の
間

で
揺

れ
て

い
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ハケ
ソ

女
心
そ

の
も

の
を
表
現
、
仔
情
歌

と
し

て
脱
皮
を
遂
げ

て
い
る
。

 
『
万
葉
集
』

の
時
代

に
お
け
る
歌
謡

の
和
歌

に
与
え
た
影
響
に

つ
い
て
夙
に
論
じ
ら
れ
た
清
水
克
彦
氏

は
、

「厳
密
な
意
味

で
の
影
響
と

い
う

こ
と

は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立

の
性
格

を
持

っ
た
二
者
に
お
い
て
、

一
方

の
性
格
が
他
方
に
及
び
、
他
方

の
性
格
を
変

化
さ
せ

る
こ
と

で
あ
る
」
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ハら
り

「影
響
」
を
定
義

づ
け

た
上
で
、

万
葉
歌
に
お
け
る
歌
謡
的
性
格

の
名
残

り
を
安
易
に
歌
謡

の
影
響
と
捉
え
る
見
方

を
排
さ
れ
た
。
軽
太

子
歌

謡
群

に
関
す
る
先
述

の
諸
論
考
は
、
悲

劇
的
精
神

の
醸
成
な
ど
、
言
わ
ば
歌

の
周

辺
部

の
指
摘

に
と
ど
ま
り
、
清

水
氏

の
言
わ
れ
る
意
味

で
の

「影
響
」
と
言
う

に
は
当
た
ら
な

い
。

軽
太
子
歌

謡
群

に
、
初
期

万
葉

の
母
胎
と
し
て
の
役
割
以
上

の
意
義
を
見
出
す

こ
と
が

で
き
る

の
か
ど

う
か
、
再
検
討
を
要
す
る

の
で
は
な

い
か
。
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二

 

軽

太

子

歌

謡

群

の
中

で
、

何

と

言

っ
て

も

最

も

長

き

に

渡

っ
て

命

脈

を

保

っ
て
来

た

も

の

に

、

次

の
歌

が

あ

る

。

 

 

か
む
あ
が

 

 

 

 

 
 
き
な
し

 
か
る

み
こ
の
み
こ
と

ひ
っ
ぎ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
つ
 

 

 

 

 

 

 

 
ほ
ど

 

 

 

 
い

う

も

 

天

皇

崩

り

ま

し

て

後

、

木

梨

の
軽

の
太

子

、

日
継

知

う

し

め

す

に

定

ま

れ

る

を

、

未

だ

位

に

即

き

た

ま

は

ず

あ

り

し

間

に

、

そ

の
同

母

妹

 

 

 

お
ほ
い
ら
つ
め
 
 た
は

 

軽

の
大

郎

女

に
粁

け

て
、

歌

ひ

た

ま

ひ

し

く

、

軽
太
子

の
歌
と
そ

の
後



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
わ
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 こ
 
ぞ

 

 

 

 

あ

し

ひ
き

の
 

山

田
を

作

り
 

山
高

み

 

下
樋

を

走

せ
 

下

問

ひ

に
 

我
が

問

ふ
妹

を
 

下
泣

き

に
 

我

が

泣

く
妻

を

 

今
夜

こ
そ

 

 

 

 

は
 
安

く

肌
触

れ

(記

七

八

) 

 

 

 

 

 

・

 

 

こ

は
志
良

宜

歌

な

り
。

 

右

は

『
古

事

記
』

允

恭

天
皇
条

、

軽

太

子

の
悲

恋
課

の
冒

頭

部

に
当

た

る

が
、

軽
太

子
歌
謡

群

の
中

で
は

こ

の

「志

良

宜

歌
」

が
唯

一
、
先

 

 

 

 

 
 

 

 

 

し
 
り 
げ

述

の

『
琴

歌

譜
』

に

「苑

良

宜
歌

」

と

し

て
収
録

さ

れ

て

い
る
。

 

益

田
勝

実

氏

は

こ

の
歌

の
寿
命

の
長

さ

に
関

連

し

て
、

 

 

 

の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

 

 

 

軽

皇

子
が

タ
ブ

ー

を

冒

し

て
軽

大
郎

女

と
契

り
合

っ
た
時

、
世

に

は
ば

か

る
秘

め
た

る
恋

の
成

就

を
歓

喜

の
あ

ま

り

歌

っ
た
と

い
う

、

 

 

 

 

あ
い

 

 

「
山
間

の

田
を
作

り
、

途

中

の
山

が

高

い

の
で
、

下
樋

(地

下
水

道

)

を

通

し

て
水

を

通
わ

せ

る
、

そ

の
よ

う

に
、

人

に
隠

れ

て

ひ
そ

か

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

ヘ  へ

 

 

に

思

い
を

告

げ

る
妹

を

、

人

に
隠

れ

て

ひ
そ
か

に
恋

い
泣
き

し

て

い
る
妻

を
、

今
宵

こ
そ
心
安

く

じ
か

に

肌
を
触

れ

る

こ
と

だ
」

の
う

た

 

 

が

、
曲

ま

で
付

い
て
、

世
間

に
、

し
か

も
末

代

ま

で
流

布

し

て

い
る

の
は
、

ど
う

い
う
も

の
か
。 

 

(『
記
紀

歌

謡
』

「歌

謡

劇
時

代

ω

」
)

と

の
疑

問

を

呈

し

て
お

ら

れ

る
。

益

田
氏

の
疑

問

は
軽
太

子

の
悲

恋

課
全

体

に
向

け
ら

れ

た

も

の
で
あ

っ
て
、

こ

の
歌

に
限

定

さ

れ

た

も

の
で

は
な

い
が
、

軽

太

子

歌

謡
群

の
中

で

こ

の
歌

だ

け
が

『
琴

歌

譜
』

に
姿

を
と

ど

め

て

い
る

こ
と

へ
の
私

の
疑

問

は
、

こ

の
歌

が

長

ら

く
享

受

さ

れ

た

に

も

か

か
わ

ら

ず

、
さ

し
た

る
影

響

が

万
葉

歌

に

認
め

ら

れ
な

い
と

い
う

こ
と

に
あ

る
。

も
ち

ろ

ん
、

こ

の
疑

問

が
疑

問

と

し

て
成

り
立

つ
た

め

に
は
、

こ

の
歌

が
儀

礼
歌

と

し

て
形

骸

化

し

て
残

っ
た

の
で
あ

っ
て
愛

好
さ

れ

た

と

は
言
え

な

い
と

い
う

見
方

が

否
定

さ

れ

ね
ば

な

ら

な

い
。

こ
う

し

た

見
方

を

完
全

に
払
拭

す

る

こ
と

は

で
き
な

い
が
、

だ

か
ら

と
言

っ
て
、

こ

の
歌
が

末

代
ま

で
流
布

し
た

原

因
を

そ
う

し

た

見

方

に

の

み
帰

す

る

こ
と

は

で
き
な

い
。

そ

の
根

拠
と

し

て
次

の

二
点

が

挙
げ

ら
れ

る
。

 

 

ω

 
『
琴

歌

譜
』

所
載

の
記
紀

歌

謡

の
中

で
、

当
該

歌

の
歌

詞

に
最

も
異
伝

が

多

い
。

 

 

②

 

当
該

歌

は

『
古
事

記
』

『
日
本

書

紀
』

に
重
出

す

る

だ
け

で
な

く
、
『
琴

歌
譜

』

所
載

の

「苑

良
宜

歌

縁
」

に
よ

れ
ば

「古

歌

抄

云
、
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雄

朝

豆

万
稚

子
宿

禰
天
皇

与
衣

通

日
女

王
寝

時

作

歌

者
。
」

と

あ

り
、

「古

歌
抄
」

な

る

も

の
に

も
収

録

さ

れ

て

い
た

。

ω

に

つ
い
て

は
詳

し

く
は

後
述
す

る
が

、
全

十

句
中

七

句

に
異

同
が

見

ら

れ
、

し

か
も

そ
れ

は
歌

の
意

味

内

容

に
関

わ

る
も

の

で
も

あ

る
。

こ

う

し
た

異

伝

が

生

じ
た

の

は
、

こ

の
歌

が
広

く

流
布

し
愛

唱

さ

れ

た

か
ら

で
あ

ろ

う
。
ま

た

、
②

の

「古

歌
抄

」

が

い
か
な

る

も

の
か

不
明

だ

が

、

こ
れ

は

『
琴

歌

譜

』

当
該

歌

の
縁

起

に

し
か

見

え
な

い
。

 

当

該

歌

へ
の
愛

好

を

概

ね
認
め

る
と

し

て
、

こ

の
歌

が

人
気

を
博

し
た

理
由

は
ど

こ
に
あ

る

の
だ

ろ

う

か
。

右

に
益

田
氏

が

こ

の
歌

の
本
旨

を

「恋

の
成

就

」

の

「歓

喜
」

と

し

て

い
る
が
、

こ
う

し

た
本

旨

の
捉

え

方

自
体

は
諸

注
変

わ

り
が

な

い
。

た

だ

し
、

「あ

し

ひ
き

の

…
…

下

樋

を

走

せ
」

ま

で

の
序

詞

と

「下

問

ひ
」

以

下

の
関
連

を

め
ぐ

っ
て
解

釈

に
相

違

が

見
ら
れ

、
ま

た
、

そ
れ

は
異
伝

の
生

じ

て

い
る
箇

所

で
も

あ

る
。

そ

こ

で
、

記

七

八

番
歌

を

も
と

に
、
ま

ず
、

こ

の
点

に

つ
い
て
触

れ

て
お
き

た

い
。

 

こ

の
序

詞

が

「
し

た
」

と

い
う

同
音

繰

り

返

し
と

と

も

に

比
喩
的

序

詞

と

も
な

っ
て

「
下
問

ひ
」

以

下

に

か
か

る

と
す

る
点

で
は

、
大
方

の

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

ノ

ク

ノタ

 

ノ
マ
ド
ヒ

一
致

を

見

て

い
る

が
、

「下
問

ひ
」

に

つ
い
て
は

、

「か

の
下
樋

の
水

の
地
中

を

行

如

く

下
に

忍

び

て
妻
聰

す

る

な

り
」

(『
古

事

記

伝
』
)

と

あ

る

よ

う

に
、

こ

っ
そ

り

人

目
を

忍

ん

で
妻

問

い
す

る
と

と

る
説

と
、

「山

間

の

田
を

作

っ
て
、

山

が
高

い

の

で
、

地
中

に
水

道

を

作

っ
て
、

そ

の
よ

う

に
心

の
中

で

も

の
を
い

い
か

け

る

か

の
人

な

の
を

」

(『
記
紀

歌

謡
集

全

講
』
)

と
あ

る

よ
う

に
、

心

の
中

で
問

う

と

と

る
説

に

二
分

さ

れ

る
。

こ

の
序

詞

に

つ
い
て
最
も

詳
細

な

説

明
を

し

て

い
る

の
は
、

後
者

の
説
を

と

る
土
橋

寛

氏

で
あ

る

が
、

土

橋

氏

は
、

『
播

磨

国

風

土

記
』

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
し
た
び

揖

保

郡

、

美
奈

志

川

の
条

で
、

石
竜

比
古

命

と

石
竜

比
売

命

が

川

の
水

を
争

っ
た
際
、

石
竜

比

売
命

が

「密

樋

」

を

作

っ
て
泉
村

の

田
に
水

を

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

み
な
し

流

し

た

た

め
、

そ

れ

か

ら

川
の
水

が
な

く

な

っ
て

「元

水

川

」

と

呼
ば

れ

る
よ

う

に
な

っ
た
と

い
う
伝

説

を

踏

ま

え

て
、

「
下
樋

を

わ

ざ

わ
ざ

地
中

に

敷

設

す

る
作

業

は
、
農
民

に
と

っ
て
た

い

へ
ん
な

労
力

で
あ

っ
た
と

思
わ

れ

る
が
、

そ

れ

は
他
村

の
者

に
わ

か

ら

ぬ

よ
う

に
水

を
引

く

た

め

の
知

恵

で
あ

っ
た
。

・:

・
『
下
問

い
』
『
下

泣

き
』

を

引

き

出

す

の

に
山

田

の

『
下
樋
』

を

提

示
す

る

の
は
、

あ

ま

り

に
特

殊

な

景

物

の

感

も

あ

る
が

、

そ

れ

は

わ

れ
わ
れ

の
感
覚

で
あ

っ
て
、
水

争

い
に
悩

み
、

秘

密
裡

に
水
を
引

く

た

め

に
苦

労

し

て

『
密

樋

』

を

作

っ
た

古
代

の

5
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人

々
に
お

い
て
は
、
『
秘
密
』

の
観
念

は
き
わ
め
て
自
然

に

『
下
樋
』

に

つ
な
が
る

の
で
あ

ろ
う
」
と

し
た
上

で
、

「下
問
ひ
に
我
が
問
ふ
妹
」

を

「心

の
中

で
ひ
そ
か
に
わ
が
思
う
妹

の
意
。
-
…
ト
フ
は
、
普
通
は
相
手
の
所
に
行
く

こ
と
で
あ
る
が
、

こ
こ
は
心
が
妹

の
所
に
行
く
意

に

用

い
て
あ
る
。
『
広
橋
を
馬
越

し
か
ね

て
心
の
み
妹
が
り
遣

り
て
我
は

こ
こ
に
し
て
』

(万

・
三
五
三
八
)
と
同
じ
意
味

で
あ

る
」
と
説

い
て
お

 
 
ハ 
ソ

ら
れ
る
。

 
右

の
土
橋
氏

の
見
解

は
、

「
下
問

ひ
」
と
そ

の
序

詞

「下
樋
」

と

の
意
外
な
結
び

つ
き
を
、

両
者

に
共
通
す

る

「秘
密

の
観
念

」
に
よ

っ
て

説
明

し
た
と

い
う
点

に
意
義
が
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
、

そ

の
こ
と
自
体
は

「
下
問

ひ
」

の
解
釈

の
決
め
手
と
は
な

ら
な

い
。

む
し
ろ
、
そ
う

し

た
観
念

は
、
土
橋
氏
と
は
異

に
す
る
も
う

一
方

の
、

こ

っ
そ
り
と
妻
問

い
を
す

る
と
と
る
説

に
な
じ
み
や
す

い
。

人
目
を
は
ば

か
ら
ね
ば
な
ら

な

い
の
は
現
実

の
行
動

の
方
だ
か
ら
で
あ

る
。

 

そ
も
そ
も
、

「下
樋
を
走

せ
」
ー

下
樋
を
敷

設
す

る
と

い
う

こ
と
が

「
下
問

ひ
」
の
比
喩
的
序
詞

に
選
ば
れ
た

の
は
、
水

を
引
く
た
め

に

地

中

に

埋

め
ら

れ

た

下
樋

に
、

女

を
得

る
た

め

の
秘
密

の
通

い
路

が
連

想

さ
れ

て

の

こ
と

で

は
な

か

っ
た

ろ
う

か
。

下
樋

を

通
路

と

見

立

て

る

こ
と

は
、
後

代

の
も

の

で
は
あ

る

が
、
「本

朝

神
社

考

」
に
風

土

記

の
記

事

と

し

て
、
山

で
交

通

妨
害

を

す

る
神

を
鎮

め

る
た

め

に
下

樋

を

伏

せ
、

そ

の
内

か

ら
神

の
も

と

へ
通

っ
て
祭

っ
た

の
で

「
下
樋

山
」

と

名

づ
け

ら

れ

た
と

い
う
話

が
あ

る
。

ま

た
、

地

下

な

ど
を

流

れ

る
水

を

人

目

に

つ
か
ず

恋

人

の
も

と

へ
通

う

も

の
と

見
立

て
る

発
想

自
体

は
、

 

 

妹

が
寝

る
床

の
あ

た

り

に
岩

ぐ

く

る
水

に
も

が
も

よ

入

り

て
寝

ま

く

も

(巻

十

四
、

三

五
五

四
)

右

の
東

歌

に
も

見
ら

れ

る
。

た
だ

し
、

や
す

や

す

と

ど

こ
に

で
も

入

り

込
む
自

然

の
水

に
願
望

を

託

し

て

い
る
右

の
東

歌

に
対

し

て
、

当

該

歌

の
場
合

、
厳

し

い
労
働

を

要

す

る

「下
樋

」
に
、
女

を

手

に

入
れ

る

た

め

の
苦

労

を
重

ね
合

わ

せ

て

い
る
と

い

っ
た
点

で
や

や
違

い
が

あ

ろ
う
。

 

こ

の

「
下
問

ひ
」

に
限

ら

ず
、

当
該

歌

の
次

の
句

の

「下
泣

き

」
や

、

 

 

あ
ま
だ
 
 
 
 
 
 
 
 
を
と
め
 
 
い
た
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 は
 
さ

 

 

天

飛

む
 

軽

の
嬢

子

 
甚

泣

か

ば
 

人
知

り

ぬ

べ
し
 

波

佐

の
山

の
 

鳩

の
 

下
泣

き

に
泣

く

(記

八

三
)
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右

の

「
下
泣

き

」

の

「
し
た
」

は

「心

の
中

で
」

な

ど

と

訳
さ
れ

る

こ
と
が

少
な

く

な

い
が

、
右

歌

に

対

し

て
、

土

橋
氏

自

身

「表

面

に
表

わ

さ

な

い
で
忍

び

泣

き

に

泣
く
こ
と

。

必

ず

し

も
心

の
中

で
泣

く
と

は
か
ぎ

ら
な

い
」

(前
掲

書

)

と
す

る
よ
う

に
、

本

来

、

「
し
た

」

は

表

面

に

見

え

な

い
と

こ
ろ
を

意

味

し
、
右

の

「下
泣

き

」

の
場
合

、

山
鳩

の
よ

う
な
低

い
声

で
泣

い
て

い
る
と

と

る

べ
き

で
あ

ろ
う
。

そ

う

し

た

「
し

た

」

が
、

万
葉

歌

で
、

心
中

の
意

を
表

わ
す

の
は
、

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

う
も
 
 
 ぎ

 

 

あ

ま

た

あ

ら

ぬ
名

を
し
も
惜

し
み

埋

れ
木

の
下

ゆ

そ
恋

ふ

る
行

く

へ
知

ら
ず

て

(巻

十

一
、

二
七

二
三
)

右

歌

で
言

え
ば

「
恋

ふ

」
と

い
う

動

詞

の
観

念

的

意
味

合

に
引
き

ず

ら

れ

て

の

こ
と

で
あ

っ
て
、
相

手

の
も

と

へ
通

う

と

い
う

行

為

を

表
わ

す

「問

ふ
」

の
接

し
た

「
下
問
ひ
」

の
場

合

は
、

宣

長

以
来

の
人

目
を

忍

ん

で
妻

問

い
す

る
意

と
解

す

る

の
が
妥

当

で
あ

ろ
う

。

 

以

上
、

「下

問

ひ
」

の
解

釈
に

つ
い
て
考

え

て
来

た
が

、
先

述

し
た

通

り
、

こ

の
箇

所

は
、

記

紀

・
『
琴

歌
譜

』

で
異

同
が

見

ら

れ

る

と

こ
ろ

で
も

あ

る
。

 
記
七

八

あ
し
ひ
き

の

や
ま
だ
を

つ
く
り

や
ま
だ

か
み

し
た
び
を
わ
し
せ

し
た
ど
ひ
に

わ
が
と
ふ

い
も
を

 
紀

六
九

あ
し

ひ
き

の

や
ま

だ
を

つ
く
り

や
ま

だ
か

み

し
た

び
を
わ
し
せ

し
た
な
き

に

わ
が
な
く

つ
ま

 
琴
一
=

あ
し
ひ
き

の

や
ま
だ
を

つ
く
り

や
ま
だ
か
ら

 

一
説
や
ま
た
か
み

し
た
び
を
わ

し
せ

 

一
説

ふ
す

せ

し
た
ど
ひ
に

わ
が
と
ふ

つ
ま

7
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し
た
な
き
に

わ
が
な
く

つ
ま
を

こ
そ

こ
そ
は

や
す

く
は
だ

ふ
れ

か
た
な
き
に

わ
が
な
く

つ
ま

こ
そ

こ
そ

や
す
く
は
だ
ふ
れ

し
た

な
き

に

 

一
説

か
た

な

き

に

わ

が

な

く

つ
ま

 

 

 

 

 
 

 

 
ハリ
ヴ

 

一
説
わ

が

な

く

つ
ま

こ
そ

こ
そ

い
も

に

や
す

く

は
だ

ふ
れ

右

に

対
照

し

た
通

り

、
三
者

間

で
目

立

つ
相
違

は
、
第

五
句

～
第

八

句
、
記
七

八

番
歌

「下

問

ひ

に
我

が

問

ふ
妹

を

下
泣

き

に

我

が
泣

く
妻

を

」

と

あ

る

の
に

対

し

て
、
紀

六

九

番
歌

「下

泣

き

に
我

が
泣

く
妻

片

泣

き

に
我

が

泣

く
妻

」
と

あ

り
、

琴

二

一
番
歌

本

文

で

は
両

者

の
合

わ
さ

つ

た

「下

問

ひ

に
我

が

問

ふ
妻

下
泣

き

に
我

が

泣

く
妻

」

と

い
う
形

を

と

っ
て

い
る

と

い
う
箇

所

で
あ

る
。

 

こ

の
記

七

八
番

歌

と
紀

六
九

番

歌

の
相

違

に

つ
い
て
、

内

田
賢

徳

氏

は
、

記

七

八
番
歌

の

「妹

↓
妻

」

へ
の
言

い
換

え
を

、

 
 

こ
も
り
く
 
 
は
つ
せ
 
 
 
 
 か
み
 
 
 
 
 
い
く
ひ
 
 
 
 
 し
も
 
 
 
 
 ま
く
ひ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
た
ま

 
 

隠

国

の
 

泊

瀬

の
川

の
 

上

つ
瀬

に
 
斎

代

を
打

ち

 

下

つ
瀬

に
 

真

代

を
打

ち

 
斎

代

に

は
 

鏡

を

掛
け

 

真
代

に

は
 

真

玉

を
掛

け

 
 

 

 

 

 

 

あ
 
 
 
も 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 あ
 
 
 
も

 
 

真

玉
な

す

 
吾

が

思

ふ
妹

鏡

な
す

 
吾

が
思

ふ
妻

 
有

り
と

 
言

は
ば

こ
そ

よ
 
家

に
も
行

か

め
 

国

を
も

偲

は

め

(記

九

〇

)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ヘ                                            へ

右

歌

と

同

様
、

『
古

事

記
』

歌

謡

に
特

徴

的

な

技

法

と

見
、

「『
と

ふ

(私

が

言

い
寄

る
)

妹
』

か

ら

『
泣

く

(
私
が

恋

い
泣

く

)

妻

』

へ
と
繰

り

返

し

の
中

で
言

い
換

え

て
限
定

し
、

関
係

が

そ

の
よ
う

に
進

ん
だ

こ
と
を

示

し

て

い
る
」

の
に
対

し

て
、

紀

六
九

番

の

「妻

」

の
繰

り
返

し

は
、

「そ

の
限
定

の
結

果

に

の
み
立

つ
こ
と

に
よ

っ
て
、

よ

り
単

純

な

繰

り
返

し
」

で
あ

り
、

そ

れ

は

「
記
歌

謡

の
整
序

の
外

部

を

示

し

て

い

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハリ
リ

る
」

と
指

摘

し

て

お
ら

れ

る
。

氏

の
指

摘

自

体

は
首
肯

さ

れ

る
が

、

こ

の
二
者

の
相

違

で
、

「あ

し

ひ
き

の
…

…

下
樋

を

走

せ
」

ま

で

の
序

詞

が

記

七

八
番

歌

で
は

「
下
問

ひ
」
を

起

こ
し

て

い
る

の
に
対

し

て
、
紀

六
九

番
歌

で
は
た

だ
ち

に

「下
泣

き
」

に
か

か

る
と

い
う
点

を

見
逃

し

て

は

な

ら

な

い
。

先

述

し
た

通

り
、

こ

の
序

詞

が

「下
樋

」

に
秘

密

の
通

い
路

を
連

想

し

て

の
も

の
だ
と

す

る
と
、

本

来

、

「
下
問

ひ
」

に

か

8



か

る

べ
き

も

の
で
あ

ろ
う

。
琴

二

一
番

歌

で
も

こ

の
序

詞

は

「
下
問

ひ
」

に
か

か

っ
て
お
り
、

し
か

も
、

こ
れ

に

関

し

て
は

『
琴

歌

譜
』

内

で

異

同

が

な

い
。

紀

六

九

番

歌
で
、

「下
泣

き

」

に
か

か

る
と

な

る

と
、

地

中

に
埋

め
ら

れ

た
下

樋

が

人

目

に

つ
か
な

い
よ

う

に
、

人

目
を

忍

ん

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

ンタ
ド
ヒ
 
 
 
 
 
 ンタ
 
 
 
 
 
 
 
 ン
タ
ナ
キ

で

「
下
泣

き
」

に
泣

く

と

い
う

こ

と

で
意
味

が

通

じ

な

く
も

な

い
が

、

既

に

『
古
事

記
伝

』

に
も

「下
聴

は
序

に
親

し
き

を
、

下

泣

の
み
に

て

 
 

 
 

 

 

ウ
ト

は
、

少

し
序

に
疎

し
」

と
あ
る
通

り
、

「
下
泣

き
」

で
は
序

詞

と
し

て

の
面
白
味

が

半
減

し

て
し
ま
う
。

 

お

そ

ら

く
、
記
七

八

番

歌
の
方

が

紀
六
九

番

歌

よ

り
も

原
歌

に
近

い
姿

を

と

ど

め

て

い
る

の
で
は

な

い
か
。

記
七

八

番

歌

で
言

え
ば

、
「あ

し

 
 

 

ヘ 
ヘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 ヘ 
ヘ 
 
 
 
ヘ 
ヘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハに
リ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ヘ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

ひ
き

の
山

田
を

作

り
」

に
始
ま
り

、

「山

田
」

「山

高

み
」

と

尻
取

式

に
繰

り

返
し
、

ま

た
、

「下
樋

を

走

せ
」

「
下

問

ひ

に
」

と
繰

り

返
す

こ
と

が
序

詞

と

も

な

っ
て

「
下
問
ひ
」

を
起

こ
し

て
忍

ぶ

恋

と

い
う
本

旨

に
転

換

、

「下

問

ひ

に
」

以
下

を
さ

ら

に

「下

泣

き

に
我

が

泣

く
妻

を

」

と

言

い
換

え

て
、
人

目
を

忍
ぶ
恋

の

つ
ら

さ

が
感
極

ま

っ
た

と

こ
ろ

で
、
そ

の
女

と

今
夜

晴

れ

て
結

ば

れ

る
喜

び
を

歌

う

と

い
う

結

び

に
到

る
。

こ
う

し

た

展
開

の
面
白

さ

や
、
苦

労

の
挙

句
女

と

結

ば

れ

る
と

い
う
主

題

が
共

感

さ

れ
や
す

い
と

い
う
点

に

こ

の
歌

の
魅

力

が

あ

っ
た

の
で
あ

 
 

 
 
し
 
り 
げ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ノリ
ア
ゲ

ろ

う

。

「志

良

宜

歌

」

と

い
う
こ

の
歌

の
歌

曲

名

が
、

宣

長

以

来

の
通

説

通

り

「後

暴
歌

」

の
略

と

見

て
後

の
部

分

を

上

げ

て
歌

う

こ
と

を
意

 
 

 
 

 

 
 

 

こ
 
ぞ

味

す

る
と

す

る

と
、
「
今
夜

こ
そ

は

安

く

肌
触

れ
」
と

い
う
結

末

部
分

を
声

を
張

り
上
げ

て
歌

う

こ
と

が

一
種

の
解

放
感

を

も

た

ら

し

た

の
で
あ

ろ

う

か
。

と

も

あ

れ
、

そ

う
し
た

展

開

の
面
白
さ

は
、

歌
全

体

の
統

一
感

を
損

な

う

と

い
う

一
面
を

持

っ
て

い
る
。

水

田
耕

作

に
関

わ

る
下
樋

を

敷

設

す

る
作

業

を

表

わ

す
前

半

部

分

が
序

詞

と

し

て
生

き

て

い

る
記

七

八

番

歌

で
は
、

そ

の

こ
と

が

全

体

の
統

一
感

を

弱

め

は
す

る

も

の

の
、

同

時

に

そ

れ
が

結

び

の

「安

く

肌
触

れ

」

と

い
う

露

骨

さ

を

柔

ら
げ

て

い
る

の
に

対

し

て
、

紀

六

九

番

歌

で
は

「
下
泣

き

」

「片

泣

き

」

と
整

え

ら

れ

た

こ
と

が

前

半
部
分

の
興

を
削

ぎ
、

結

び

の
露

骨

さ

を

際
立

た

せ

て

い
る
。

私

は
水

田
耕

作

に
関

わ

る
労
働

が
歌

わ

れ

て

い
る
と

い
う

こ
と
が
た
だ
ち
に

こ
の
歌
を
農

民
の
民
謡
と
す

る
通
説

に

つ
な
が
る
と
ま
で
は
思
わ
な

い
1

既

に
益

田
氏
が

「古
代

の
貴
族
を
、
そ
れ

ほ
ど

発
想

に
お

い
て
田
園
離
れ
を

し
て
い
た
と
は
考
え
な

い
」

(前

掲
書
)
と
通
説
に
対
し
て
異
を
唱
え
て
お
ら
れ

る
ー

が
、

少
な
く
と
も

記
七

八
番
歌

に
比

べ
て
紀
六
九
番

歌

に
は
農
作
業

へ
の
関
心
が
薄
れ

て
い
る
と

い
う
側
面
が
あ
る
こ
と
は
否
定

で
き
な

い
。
紀

六
九
番
歌
に
お

9

軽
太
子
の
歌
と
そ
の
後



い
て
は
感
興

の
中
心
が
歌

の
後
半
部
分

に
置

か
れ
、
享
楽
的
色
彩
を
増

し
て
い
る
と
言
え
る
。

 
琴

二

一
番
歌

を
見
る
と
、
記
七
八
番
歌
や
紀
六
九
番
歌
双
方

に
類

し
た
歌
詞
を
併

せ
持
ち
、
ま
た
、
そ
れ
以
外

の
異
伝
を
も
生

じ
て
い
る
様

子
が
伺
わ
れ

る
が
、

こ
の
歌

に
対
す

る
当
時

の
理
解

の
有
り
様
を
考
え

る
に
、
紀

六
九
番
歌

に
見
る
享
楽
的
傾

向
が
、
引
き
継
が

れ
て
い
る
と

見
て
よ

か
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
『
琴
歌
譜
』

に
よ
る
と

こ
の
歌

は
正
月
十
六
日
節

に
奏
さ
れ
る

こ
と
に
な

っ
て

い
る
が
、

「踏
歌
節
会
」
と
呼
ば

れ
る

こ
の
節
会

は
、
倉
林

正
次
氏
に
よ
れ
ば
、
「十
六

日
節

日
の
意
識

の
成
立
し
た
初
期

に
あ

っ
て
は
、
踏
歌
行
事

を
基
礎
と
し
た
も

の
で
は
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
バリ
ね

く
、
盛
大
な
初
春

の
宴
饗

の
日
と

し
て
出
発
」
、
そ

の
淵
源
を
史
料
と
し
て
は
天
武
五
年

の

『
日
本
書
紀
』
の
記
事

に
ま

で
遡

れ
る
と
言
う
。

こ

の
歌
が

い

つ
か
ら
十
六

日
節

に
奏
さ

れ
る
よ
う
に
な

っ
た
か
は
わ
か
ら
な

い
が
、
そ
う
し
た
宴
饗

の
日
に
こ
ぞ

っ
て
放
歌
高
吟
さ

れ
た

で
あ
ろ

う

こ
と

は
想
像

に
難
く
な

い
。

し
か
も
、
『
琴
歌
譜
』

で
は
、

こ
の
歌

の
縁
起
と

し
て
、
軽
太
子
と
軽
大
郎
女

の
近
親
相
姦
と

い
う
ま
が
ま
が

し

い
伝

承
と
は
別

に
、
先

に
触
れ
た

「古
歌
抄
」

の
、
允
恭

天
皇
と
衣

通
姫
が
共
寝
を
し
た
時

の
歌
と

い
う
伝
承
を
今

に
伝
え

て
い
る
。

 
以
上
述

べ
た
通
り
、

こ
の
歌

は
そ
の
形
や
内
容

に
多
少

の
揺
れ
を
生
じ
な
が
ら
命
脈
を
保

っ
て
来
た
。
そ

の
息

の
長
さ

は
、
軽
太
子

の
悲
恋

諌
と

の
関
連

も
さ

る

こ
と
な

が
ら
、
別

の
伝
承
と

の
結
び

つ
き
も
考
慮

に
入
れ
る
と
、
歌
自
体

へ
の

一
般

の
支
持
や
好
尚
が
あ

っ
た
と

い
う
側

面
は
無
視

で
き
な

い
と
言
え
よ
う
。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

,

io

三

 

 

し
か

る

に
、

こ
う

し
た

恋

の
成

就

の
歓

喜

と

い

っ
た

内

容

の
歌

は
、

万
葉

歌

に

は
見

当

た

ら
な

い
。

『
万
葉

集

』

で
わ
ず

か

に

見

出

せ

た

の

が

次

の
例

で
あ

る
。

 

 

 

 

 
 

お
ほ
の 
 
 
 
 
 
 
み
こ
も
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
れ

 

 

ま
薦

刈

る

大

野

川
原

の
水

隠

り

に
恋

ひ
来

し
妹

が

紐

解

く
我

は

(巻

十

一
、

二
七

〇

三
)

こ

の
歌

の
詳

細

に

つ
い

て
は
後

述

す

る

こ
と

に

し

て
、

少

な

く

と

も
、

こ
う

し
た

主

題

の
歌

が

万
葉

歌

に
稀

で
あ

る
と

の
見
方

が

筆

者

だ

け

の



思

い
込

み
と

は

言

え
な

い
こ
と
は

、

右

歌

に

つ
い

て

「歓

喜

は
そ

れ
自

体

が
歌

で
あ

る
せ

い
か
、

相
聞

歌

の
題
材

と

な

る

こ
と
が

意

外

に
少

な

い
。

時

に

こ
う

い
う
歌

が

あ
る
と

、

正
直

言

っ
て
、

ほ

っ
と
す

る
」

(伊

藤

博

氏

『
萬

葉

集

繹

注
』
)
と

い
う
感

想

が

あ

る

こ
と

か

ら
も

明

ら

か

で
あ

ろ

う
。

 

同

じ

く

恋

愛

を
主

題

に
す
る
と

言

っ
て
も
、
恋

愛

歌

謡

と

『
万
葉

集

』
相

聞

と

で
は

そ

の
歌

い
振

り
は
大

き

く

異
な

る
。

相

聞

に

お

い

て
は
、

人

目

を

忍

ぶ

恋

の
思

い
そ

の
も

の
を

訴
え

る

こ
と

が
主

眼

で
あ

っ
た
。

 
 

こ
も
 
 
 め
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 の

 
 

隠

り

沼

の
下

ゆ
恋

ふ
れ
ば
す

べ

を
な

み
妹

が
名

告

り

つ
ゆ

ゆ
し

き
も

の
を

(巻

十

一
、

二
四

四

一
)

 
 

隠

り
ど

の
沢
泉

な

る
岩
根
を

も

通

し

て
そ

思

ふ
我

が

恋

ふ

ら
く

は

(巻

十

一
、

二
四

四

三
)

右

は
人
麻

呂
歌
集
歌
だ
が
、
第

一
首
、

「隠

り
沼
」
と

い
う
比
喩
的
枕
詞
を
用

い
て
、
忍
ぶ
恋

の
耐
え
が
た
さ
ー

「妹

が
名
」
を

口
に
し
て

し
ま

っ
た
と
あ
る

の
は
そ
う
し
た
恋
情

を
強
調
せ
ん
が
た
め

の
も

の
に
他
な
ら
な

い
ー

を
、
ま
た
、
第

二
首
、

人
知
れ
ず
岩
根

か
ら
水
が
湧

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 の
り

き
出

る

こ
と

を

比

喩
的

序

詞

に
用

い
、

秘

め
た

る
思

い

の
無

尽
な

る

こ
と
を

訴
え

て

い
る
。

こ
れ

ら

は

い
ず

れ

も

人

目
に

つ
か
ぬ

水

を
自

己

の

恋
情

に
讐

え

て

い
る

が
、
同

じ
人

目

に

つ
か
ぬ

水

と

言

っ
て
も
、
先

述

の
記
七

八

番
歌

で
下
樋

を
流

れ

る
水

を

人
知

れ
ず

女

の
も

と

へ
通

う

「
下

問

ひ
」

の
比

喩

に
用

い

て
い
る
の
と

は
好

対

照

で
あ

る
。

こ

の
よ
う

に
枕

詞

や
序

詞
を

見

て
も
、

人
麻

呂
歌

集

歌

が
、
実

生

活

の
外

面
上

の
出

来
事

か

ら
は

離

れ

て
、

い
か
に
自

己

の
内

面

を

表

わ
す

に
腐

心

し

て

い
る

か
と

い
う

こ
と

が
読

み
取

ら

れ

る
。

そ

う

し
た
傾

向

は

、
次

に
示
す

通
り

、

巻

十

一
・
十

二

の
作
者
未

詳

歌

に

も
概

ね
踏

襲

さ

れ

て

い
る
。

 
 

隠

り
沼

の
下

に
恋

ふ
れ
ば
飽

き

足

ら
ず

人

に
語

り

つ
忌

む

べ
き

も

の
を

(巻

十

一
、

二
七

一
九

)

 
 

か
む
な
 
び
 
 
う
ち
み
 
 
 
 
 
 いは
ぶ
ち
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
 
 
 こ
 
 
 を

 
 

神

奈

備

の
打

廻

の
崎

の
磐
淵

の

隠

り

て

の
み

や

我

が
恋

ひ
居

ら

む

(巻

十

一
、

二
七

一
五
)

 
 

隠

り

沼

の
下
ゆ

は

恋

ひ
む
い
ち

し

ろ

く

人

の
知

る

べ
く
嘆

き

せ
め

や
も

(巻

十

二
、

三

〇

二

こ

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

を
ぬ 
 
し
た
も
ひ
 
 あ
れ

 
 

行

く

へ
な

み
隠

れ

る

小
沼
の
下

思

に
我

そ
物

思

ふ

こ

の

こ
ろ

の
間

(巻

十

二
、

三
〇

二

二
)

11

 

軽
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子
の
歌
と
そ

の
後



こ
れ
ら
も
ま
た
、

人
麻
呂
歌
集
歌
と
同
様
、
人
目
に

つ
か
ず
水
を
湛

え
て

い
る
沼
や
淵
を
自
己

の
恋
情

に
讐

え
る
べ
く
、

「隠
り
沼
」

「磐

淵
」

な
ど

の
枕
詞
や
序

詞
を
用

い
て
、
そ

の
切
な

る
思

い
の
た
け
を
歌

っ
て
い
る
。

 

一
方
、
歌
謡

に
お

い
て
は
、
軽
太
子

の

「志
良
宜
歌
」
だ
け

で
な
く
、
恋

の
成
就
ー

有
体
に
言

っ
て
女
と
結
ば
れ
た
喜

び
を
歌
う
と

い

っ

た
内

容

の
も

の
が

、
歌

謡

の
主
題

と

し
て
無

視

で
き
な

い

一
角

を

占

め

て

い
た

の
で
は

な

か
ろ

う
か
。

記
紀

歌
謡

を

見

る

と
、
次

に

示
す

通

り
、

女

を

手

に

入
れ

る

こ
と

を
め

ぐ

っ
て
、

昂
揚

感

(或

い
は
例

示

し
な

い
が

そ
れ

に
失

敗

し
た
失
望

)

が

歌
わ

れ

て

い
る
。

 

 
 

 

し
り
 
 こ
は

た
を
と
め
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 あ
ひ

 

 

道

の
後

古

波

陀
嬢

子
を

神

の
如

聞

え

し
か

ど
も

相

枕

ま

く

(記

四

五
)

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

う
る
は

 

 

道

の
後

古

波

陀
嬢

子

は

争

は
ず

寝

し
く

を

し
そ

も

愛

し

み
思

ふ

(記

四
六
)

評
判

の

乙
女

と

共

寝

し

た
直

後

の
満

足
感

を
歌

っ
た

右

二
首

で
、
彼

ら

は
、
本

能

と
言

う

べ
き

異
性

を
求

め

る
欲
情

を

覆

う

と

い
う

こ
と
を

ま

だ
知

ら
な

い
。

 

 
 

 

 
 

 

ど
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゐ
 
ね
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ご
と
ご
と

 

 

沖

つ
鳥

 
鴨

着

く
島

に
 

我

が
率

寝

し
 
妹

は
忘

れ

じ
 

世

の
蓋

に

(記

八
)

 

 
 

 

 
 

し
け
 
 
 
 
を
 
や
 
 
 
 
す
が
た
た
み

 

 

葦

原

の
 

密

し
き

小
屋

に
 
菅

畳

 

い
や
さ

や

敷

き

て
 

我

が

二

人
寝

し

(記

一
九

)

女

と

一
夜

を

明

か

し
た

と

い
う
過

去

の
出
来
事

へ
の
回
想

が
歌

わ

れ

た

こ
れ

ら

の
歌

に

は
、
相

手

の
女

へ
の
好

意

や
愛

惜

の
念

が
読

み

取

れ
な

く

も

な

い
が

、
さ

り
と

て
そ

れ
を

恋

と

呼
ぶ

に
は

あ
ま

り

に

原
初
的

な
異

性

へ
の
欲
情

が
そ

こ
に
息

づ

い
て

い
る
。

 

記

紀

の
恋

愛
歌

謡

の
中

で
も
好

情
的

と
評

さ

れ

る
、

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

か

 

 

笹

葉

に
 

打

つ
や

霰

の
 

た

し
だ

し

に
 

率
寝

て
む

後

は
 

人

は
離

ゆ
と

も

(記

七
九

)

 

 
う
る
は
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
り
こ
も

 

 

愛

し
と

 

さ
寝

し
さ

寝

て
ば

 

刈
薦

の
 

乱

れ
ば

乱

れ

 

さ
寝

し
さ
寝

て
ば

(記

八
〇

)

右

二
首

は
記

七

八

番
歌

に
続

い

て
軽

太

子
が
歌

っ
た

と
さ

れ

る
歌

で
あ

る

が
、

刹

那

に
賭
け

る
欲
情

の
高

ま

り

を
前

面

に
打

ち

出

し

て

い
る
と

こ
ろ
に
か
え

っ
て
観
念
性

に
堕
さ
な

い
拝
情
が
生

じ
て
い
る
と
は
言
え
、
先

に
述

べ
た
相
聞

の
在

り
方
-

本
能
か
ら
昇
華
さ
れ

た
恋
情
そ

の
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も

の

に
焦

点

を
当

て
る

と

い
う
在

り
方

と

は
異

質

で
あ

る

と
言

わ
ざ

る
を

得
な

い
。

 
右

に
掲

げ

た

歌

謡

に

「寝
」

「率
寝

」
な

ど

共

寝

を
意

味

す

る

言
葉

が

必
ず

用

い
ら
れ

て

い

る

の
に
対

し

て
、

先

に
引

用

し
た

人
麻

呂

歌

集

歌

や
巻

十

一

・
十

二
の
相

聞
に

「恋

ふ
」

と

い
う

言
葉

が
専

ら
用

い
ら
れ

て

い
る
と

い
う

語
彙

の
相

違

も
、

こ
う

し

た
歌

謡

と

相

聞

の
性

格

の

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

こ
ほ

相
違

の
現

わ

れ

に
他

な

ら
な

い
。

記
紀

歌

謡

で

は
男
女

の
仲

に
関

し

て
、

「寝

」

「率
寝

」

が
多

用

さ
れ

て

い
る

}
方

、

「恋

ふ

」

「恋

し

」
と

な

る
と

、

中

大

兄
皇

子

が

亡
き
母
、

斎

明

天

皇

を
偲

ん

で
歌

っ
た

 
 

 

 
 

 
 

こ
ほ

 
 

君

が

目

の
 

恋

し

き

か
ら

に

泊

て

て
居

て
 

か
く

や
恋

ひ
む

も

 
君

が

目
を
欲

り

(紀

一
二
三
)

を
除

く

と

、
各

一
例

(
記

三

・
記

=

○

)
あ

る

に
過

ぎ

な

い
。

そ

れ

と

は
逆

に
、
相

聞

に
お

い
て
は
、

共
寝

を

意
味

す

る

「寝

」

が
多

用

さ

れ

て

い

る
東

歌

の
場
合

を
除
く
と

、

「恋

ふ
」

の
用
例

数

が

「寝

」

の
そ

れ

を
圧

倒

し

て

い
る

こ
と

は
周
知

の
通

り

で
あ

る
。

 

軽

太

子

「志
良

宜

歌

」

の
結

び

に
あ

る

「肌
触

れ

」
と

い
う
直

載

な

表

現
が
、

東

歌

以
外

の
相

聞

に
稀

で
あ

る

と

い
う

こ
と

も

、

右

に
述

べ

た

こ
と

と

根

は

一
つ
で

あ

ろ
う
。

「肌

触

る
」

は
、

資

料

の
乏

し

い
古

代

歌
謡

の
中

に
あ

っ
て
、
神

楽
歌

(信
義

本

)

に
、

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

ハめ
り

 
 

我

妹

子

に
 

や

 

一
夜
肌
触

れ
 

あ

い
そ
 

誤

り

に
し

よ

り
 
鳥

も
獲

ら
れ

ず

 
鳥

も

獲

ら
れ
ず

と

一
例

あ

る
。

ま

た
、

時
代

は
下

る
が

『
枕
草

子
』

八

二
段

に
、

女

房
達

に
歌
を

所

望
さ

れ

た
女

法
師

が

、

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

ハあ
ね

 
 

夜

は
誰

と

か
寝

む

 
常
陸

の

す

け
と

寝

む
 

寝

た

る
肌

よ

し

と

歌

っ
て
、
あ

ま

り

の
露

骨
さ

に
碧

蓬

を

買

っ
た
話

が
載

っ
て

い
る
。

一
方

、
『
万
葉

集
』

で
は
、
次

に
示

す

通

り
、

「
肌
触

る
」

と

し

て

二
例

、

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

ハリ
リ

こ
れ

に
男

女

の
仲

に
関

わ

る

「
肌

」

の
用

例

四
例

を
加

え

て
も
、

次

の
六
例

が
全

て

で
あ

る
。

 
 

 

 
 

 
 

あ
 
す
 
か
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 た
ま
も

 

①

飛

ぶ

鳥

の
 

明

日

香

の
川

の
 

上

つ
瀬

に
 

生

ふ

る
玉
藻

は
 

下

つ
瀬

に
 

流

れ
触

ら

ば

ふ
 

玉
藻

な
す

 

か
寄

り

か

く
寄

り
 

な

び

か

 
 

 

 
 

っ
ま
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 にき
は
だ

 

 

 
つる
さ
た

ち

 
 

ひ

し
 

夫

の
命

の
 

た
た
な

つ

く

 
柔

肌
す

ら

を

剣
大

刀

身

に

副

へ
寝

ね

ば

 
ぬ

ば

た
ま

の
 
夜

床

も

荒

る

ら

む

 

そ

こ
故

に
 
慰

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

た
ま
だ
れ

 
 

め

か
ね

て
 

け
だ

し

く
も
 

逢

ふ
や

と
思

ひ

て
 

玉

垂

の
 

越

智

の
大

野

の
 

朝
露

に
 

玉
藻

は

ひ
つ
ち
 

夕
霧

に
 

衣

は
濡

れ

て
 

草

 

軽
太
子
の
歌
と
そ
の
後
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枕

旅

寝

か

も

す

る

逢

は

ぬ

君
故

(巻

二
、

一
九

四
)

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

け

 
②

あ

か

ら

ひ
く

肌

も

触

れ
ず

て
寝

た

れ
ど

も

心

を
異

に

は
我

が

思

は
な

く

に

(巻

十

一
、

二
一二
九

九

)

 

③
蒸

し
金

な

ご

や

が

下

に

臥
せ

れ

ど

も
妹

と

し
寝

ね
ば

肌

し
寒

し

も

(巻

四
、

五

二
四
)

 

 
う
ま
せ 
 
 
 
 
 
 は

 
④

馬

柵
越

し
麦

食

む
駒

の
は

つ
は

つ
に
新

肌
触

れ

し
児

う

し

か
な

し
も

(巻

十

四
、

三

五

三
七
或

本

歌
)

 

⑤

旅

衣

八

重
着

重

ね

て
寝

ぬ
れ

ど

も

な

ほ

肌
寒

し
妹

に
し

あ

ら
ね
ば

(巻

二
十

、

四

三

五

一
)

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

か

 

⑥

笹

が

葉

の
さ

や

ぐ

霜
夜

に
七

重
着

る
衣

に
増

せ

る
児

う

が

肌
は

も

(巻

二
十

、

四

四
三

一
)

右

六

例

中

、
④

は
東

歌

、
⑤

⑥

は
防

人

歌

で
あ

り
、

用
例

の
半
数

が
東

国

の
人

の
手

か

ら
な

る
も

の
で
あ

る
。

ま

た

、
③

は
、
藤

原
麻

呂
が

大

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

む
し
ふ
す
ま
に
こ

伴
坂

上

郎

女

に

贈

っ
た

三

首

の
中

の
第

三
首

で
あ

る

が
、

上

二
句

「蒸

し
会

な
ご

や

が

下

に
」

は

記

五
番

歌

「
蚕

裳

柔

や

が

下

に
」

を

踏

ま

え
、

三

句

目

以
降

は
⑤

と

同

想

で
あ

る
な

ど
、

当

時

、
広

く

知

ら
れ

て

い
た

歌

謡

と

の

つ
な

が

り
が
想

定

さ

れ

る
。

残

る
①

は
柿

本

人
麻

呂

が

川
島

皇

子
が

亡

く

な

っ
た
折

に
遺

族

で
あ

る
泊
瀬

部

皇
女

と

忍
坂

部

皇

子

に
献

っ
た
挽
歌

、
②

は
人
麻

呂
歌
集

歌

で
あ

る
が

、

こ
れ

ら

は

い
ず

れ

も
共

寝

に
関

す

る

「
肌
」

が

用

い
ら
れ

て

い
る
と

は
言

え

、
③

～
⑥

の
用

例

と

は
少

し
違

い
が
あ

る
。

す

な

わ
ち

、
①

「た

た

な

つ

く

柔

肌

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ヘ                                          へ

す

ら
を

剣

大

刀
身

に
副

へ
寝

ね
ば

」
②

「あ

か

ら

ひ
く

肌
も

触

れ
ず

て
」

と
、

い
ず

れ
も
打

消

の

「ず

」
を

伴

っ
て

お
り
、

①

で
、

触
覚

に
訴

え

る

「
柔

肌

」

(そ

れ

が

夫

婦

い
ず

れ

の
も

の
を

指

す

か
説

が

分

か
れ

る

が
今

は
措

く
)

を

も
含

む

前

半
部

分

を

費

し

て
生

前

の
夫

婦

の
睦

ま

じ
さ

を

描

い
て

い
る

の
は
、

あ

く

ま

で
も

夫

婦

の

「夜
床

」

が
荒

れ

た
と

い
う
哀

切
さ

を
強

調
せ

ん
が

た

め

の
も

の
と

し

て

で
あ

る
。

ま

た
、

②

の

「
肌

も
触

れ
ず

て
」

は
、

共
寝

で
き
な

い
か
ら

と

言

っ
て
心
変

わ

り
な

ど

し
な

い
と

い
う
官
能

の
誘
惑

に
屈

し
な

い
自

分

の
心
を

強

調
す

る
た

め

の
逆
接

の
確

定

条
件

表
現

の
中

に
含

ま

れ

て
お
り
、

④

の
東

歌

で

の
性
愛

の
経
験

が

相
手

へ
の

い
と

お
し

み

に
直
結

す

る

「
肌
触

る
」

の
用

い
ら

れ
方

と

は
隔

た

り

が
あ

る
。

 

か

つ
て
、
柴

生

田
稔

氏

は
、

東

歌

の
現
実

性

を
論

じ
る

に

あ
た

り

、
東

歌

と
巻

十

一

・
十

二

の
相

聞

と

を

比
較

し

て
、

e

東

歌

に

は

「寝

」
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と

い
う

言
葉

が
男

女

同
寝

を
意
味

す

る
も

の
と

し

て
多

用

さ

れ

て

い
る

の
に
対

し

て
、

巻

十

一
・
十

二

に

お

い

て
は

そ
う

し

た

「寝

」

の
用
例

は
非

常

に
少

な

い
。

口

巻

+

一
・
十

二

に
は
生

死

な

ど
痛

切

な

問
題

に
結

び

つ
け

て
恋

に
苦

し
む
気

持

ち

を
歌

つ
た

も

の
が
多

い
が
、

東

歌

に

は
そ

う

し

た
例

は

ほ
と

ん
ど
な

い
。

日

恋

に
関

し

て

「夢

」

を

歌

っ
た

も

の
が
巻

十

一
・
十

二

に
多

い
が
東
歌

に
稀

有

で
あ

る
。

以
上

三
点

を

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
ハゆ
り

挙

げ

、

東

歌

が

よ

り
現

実

的
、
具

体

的

、

感
覚

的

で
あ

り
、
巻

十

一
・
十

二
は
よ

り
観

念

的

、
抽
象

的

、

空
想

的

で
あ

る
と

評
さ

れ

た

が
、

そ

の
後

、

柴

生

田
氏

の

こ

の
見
解
は
、

そ
う

し

た
相

違

が
何

の
反
映
な

の
か
と

い
う
点

に

つ
い
て

は
説

が

分

か
れ

る
も

の
の
、
概

ね

支

持

さ

れ
、

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

か
な
 
 
 
 
 
 
 
 
ハリ
リ

特

に
0

を

め

ぐ

っ
て
、

西
郷
信
綱

氏

は

「
寝
」
と

同

じ

く
東

歌

に
特

徴
的

な

語
彙

と
し

て
肉
感

的

な

「愛

し
」
を

指
摘

、

ま
た

、
伊
藤

博

氏

は
、

共

寝

を

欲
す

る
表

現

が

お

び
た
だ

し

い
東

歌

に

は

「精

神

的

な

愛
情

を

示
す

『
恋

ふ
』

と

い
う
語

は

至

っ
て
少
な

い
」

が

、

「
そ
れ

は
巻

十

一
・

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

ハお
り

十

二

に

は
逆

に

氾
濫

し

て

い
る
」

と

指

摘

さ

れ

た
。

 

「寝

」

の
用

例

数

を

め

ぐ

る
東
歌

と

巻

十

一
・
十

二

の
相

聞

の

こ
う

し
た
相

違

は
、

こ
れ

ま

で
述

べ

て
来

た

通

り
、

歌

謡

に
異

性

を
欲

す

る

「寝

」

が
専

ら
用

い
ら

れ

て
い
る
と

い
う

こ
と
を

視

野

に
入
れ

る
と
、

歌

謡

と

の
距

離
如

何

と

い
う

こ
と

で
説

明

が

つ
く

の

で
は
な

い

か
と
考

え

る
。

先

に
引

い
た

例

は

記
紀
歌

謡

に
限

っ
た

が
、
「寝

」
の
よ
う

に

共
寝

を
表

わ

す
言
葉

が

時
代

を

問

わ
ず

歌

謡
全

般

に
見

ら

れ

る

こ
と

は
例

示

す

る

ま

で
も

な

い
。

東

歌
が
歌
謡

と

の
近

さ

を
保

っ
た

ま

ま
独
自

の
発
達

を
遂
げ

た

の
に
対

し

て
、
巻

十

一

・
十

二

の
人

麻

呂
歌

集

歌

を
始

め

と

す

る
相

聞

は
、

そ

れ

と
は
逆

に
、

歌

謡

的

性
格

を
払
拭

す

る
方

向

を
志

向

し

て
行

っ
た

の

で
は
あ

る
ま

い
か
。

も
ち

ろ

ん
、

こ

の
問

題

は

さ

ら

に
検

証

す

る

必
要

が

あ
る
が
今

は
措

く
と

し

て
、

本

稿

で
注

目

し

た

い
の
は
、
柴
生

田
氏

が
e

で
、
東

歌

に
お

け

る
よ

う

な

「寝

」

が
藤

原

鎌

足

の
作

(巻

二
、

九

四
)
や
大

津

皇

子

の
作

(巻

二
、

一
〇

九

)

の
他

、
柿

本

人
麻

呂

の
作

品

な

ど
、

万
葉

前

期

の
作

品

に
も

見

ら
れ

る

と

し

て

い
る
点

で
あ

る
。

 

 

玉

く

し
げ

み
も

ろ

の
山

の
さ

な

葛

さ

寝

ず

は
遂

に
あ

り

か

つ
ま

し

じ

(巻

二
、

九
四
)

右

の

い

か

に
も

そ

の
人

と

な
り
を

思

わ

せ

る
鎌

足
等

の
例

は

と

も

か
く

と

し

て
、

柴
生

田
氏

が

例

に
挙

げ

ら

れ

た

人
麻

呂

の
作

品

、
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軽
太
子

の
歌
と
そ

の
後



 

 

 
 

た
ま
も
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ
か
み 
る

 

 

:

…

玉
藻

な

す

 

な

び
き

寝

し
児

を

 

深
海

松

の
 

深

め

て
思

へ
ど
 
さ

寝

し
夜

は
 

い
く
だ

も

あ

ら
ず

 

延

ふ

つ
た

の
 

別

れ

し
来

れ

 

 
ば

(巻

二
、

=

二
五
)

こ

の

「さ

寝

し
夜

は

い
く

だ

も
あ

ら

ず

」

は
、

先
述

し
た

人
麻

呂

の

「た

た
な

つ

く

柔

肌
す

ら

を
剣

大

刀
身

に
副

へ
寝

ね

ば

」

(巻

二
、

一
九

四

)

と

同

じ
く
打

消

の

「ず

」
を

伴

い
、

妻

と

の
睦

ま

じ

い
生

活

が

既

に
失

わ

れ
た

も

の
と

し

て

(
こ

の
場
合

は
上
京

の
た

め
妻

と

別

れ

た

と

い
う

理

由

に
よ

る
)
表

わ

さ

れ

て

い
る
。

『
万
葉

集

』

に
あ

っ
て
傑

出

し
た

官
能

性

を

有

す

る
と

言

わ

れ

る
人

麻

呂

の
作

品

に
お

い

て
、

男

女

の
共

寝

に
関

す

る

表

現

は
、

 

 

…

…
波

の
む

た
 

か
寄

り
か

く
寄

る
 

玉
藻

な
す

 

寄

り
寝

し
妹

を

 
露
霜

の
 

置
き

て
し
来

れ
ば

(巻

二
、

=

二

一
)

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

た
ま
く
ら
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
ま

 

 

…

…

し
き

た

へ
の
 

手
枕

ま

き

て
 

剣
大

刀
 
身

に
副

へ
寝

け

む
 

若
草

の
 

そ

の
夫

の
子

は
さ
ぶ

し
み

か
 

思

ひ
て
寝

ら

む

 
悔

し
み

 

 

や

 
思

ひ
恋

ふ
ら

む

(巻

二
、

二

一
七
)

右

に

 
部

示

し
た

通

り

、
生

別

・
死
別

に
よ

り
喪

失

し
た

も

の
と

し

て

の
み
存
在

す

る
。

と

言

っ
て
、

そ

の
こ
と

が
官

能

性

を
色

槌

せ
さ

せ

る

こ
と

に

つ
な
が

ら

な

い

の
は
、

先

に

引
用

し
た

人
麻

呂

歌
集

歌

「あ

か
ら

ひ
く

肌
も
触

れ
ず

て
」
が

、

共
寝

だ

け

を
欲

す

る

の
と

は
違

っ
て
精

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ハぬ
り

神

的

愛

情

を
訴

え

な

が

ら

も
、

そ

の
実

、

相

手

の
女

の
肉

体

的

魅

力
を

十

分

に
意

識

し

て

の
表

現

で
あ

る

こ
と

と

一
脈

通

じ

る

と

こ
ろ
が

あ

ろ

う
。

人

麻

呂

に

あ

っ
て

は
、
自

己

の
欲

望

を

そ

の
ま

ま

に
表

現

す

る

こ
と

は
肯

ん

じ

ら

れ
な

か

っ
た

の

で
あ

る
。

そ

の
意

味

で
、

人
麻

呂

の

「寝

」

と

歌
謡

や

東

歌

の

「寝

」

と

は
明

確

に
区
別

さ

れ

る

べ
き

も

の
で
あ

り
、

同
様

に
、

先
述

し
た

人
麻

呂

や

人
麻

呂

歌

集
歌

の

「
肌
」

と

歌

謡

や
東

歌

の

「
肌
」

も

区

別
さ

れ

て
然

る

べ
き

違

い
を
持

っ
て

い
る
。

さ

ら

に
言

え

ば
、

人
麻

呂

の
作

品

に
見

ら

れ

る

よ
う

な

「寝

」

や

「肌

」

の
用

例

は

以
後

の
相

聞

に
な

い

の
は

も
ち

ろ

ん
、

「寝

」

や

「
肌
」

の
用

例
自

体
、

和
歌

の
世

界

か
ら
姿

を
消

す
。

人
麻

呂

の
よ

う

に

官

能

性

を

損

な

わ
ず

に
精

神

的
な

愛
情

を
歌

う

こ
と

は
他

の
追

随

を

許
す

も

の
で

は
な

か

っ
た

の
か
。

人
麻

呂

以

後

の
相

聞

は
専

ら

「恋

ふ
」

と

い
う

言

葉

に
寄

り
掛

か

っ
て
表

現

を

展
開

し

て
行

く
。

こ
う

し
た

表

現

の
違

い
に
端
的

に
表

わ

れ

た

人
麻

呂
作

歌

や

人
麻

呂

歌
集

歌

を
成

り

is



立
た
せ
た
精
神
ー

歌
謡
的
世
界
を
脱
し
た
白
鳳
の
精
神
の
在
り
方
が
相
聞
史
に
お
い
て
も
追
求
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

 
軽
太

子

「志
良

宜
歌

」

の

「
肌
触

れ
」

の
問
題

に
戻
る
と
、

こ
れ
が
、
人
麻
呂
作
歌
や
人
麻
呂
歌
集
歌

の

「
肌
」
と
は
異
質

で
あ
る

こ
と

は

言
う
ま

で
も
な

い
。

ま
た
、
以
後

の
相
聞

に
お

い
て
も
例
を
見
な

い
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

四

 
以
上
、
軽
太

子

「志
良
宜
歌
」

の
主
題
及
び
表
現
を
中
心
に
、
『
万
葉
集
』

に
お
け
る
そ
の
類
例
を
探

っ
て
来
た
が
、

そ
う

し
た
痕
跡

は
見

出
せ
な
か

っ
た
。

「志
良

宜
歌
」

に
見
ら
れ
る
恋

の
成
就

の
歓
喜

と

い

っ
た
主
題
や

「
肌
触

れ
」
と

い

っ
た
表
現
が
歌
謡

に
あ

っ
て
は
決

し
て

特
異
な
も

の
と
は
認
め
ら
れ
ず
、

実
際
、

そ
う
し
た
主
題
や
表
現
を
持

つ
歌
謡
が
当
時
、
享
受
さ
れ

て
い
た

で
あ
ろ
う
可
能
性

は
大

い
に
あ

る

が
、

「志
良
宜
歌
」
が

い
か
に
愛

好
さ
れ

よ
う
と
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
歌
謡
と
し
て
で
あ

っ
て
、
そ
の
主
題
や
表
現

が
和
歌

に
取
り
入
れ

ら
れ

る
こ
と

は
な

か

っ
た
の
で
あ
る
。
『
万
葉
集
』

の
時
代
、
和
歌
と
歌
謡

は
既
に

一
線
を
画
し
て
お
り
、
同
じ
恋
愛

を
主

題
に
す

る
と
言

つ

て
も
、
相
聞

は
歌
謡
と
は
別
の
道

を
歩

ん
で

い
る
と
言
え
よ
う
。

 
最

後
に
、

三
章

の
初
め
に
掲
げ

た

二
七
〇

三
番
歌

に

つ
い
て
触
れ

て
お
き
た
い
。

こ
の
歌

の
恋

の
成
就
と

い
う
内
容
そ

の
も

の
は
、
相
聞
に

あ

っ
て
は
異
例
と

は
言

っ
て
も
、

そ

の

一
方

で
、
和
歌
と
し
て
の
体
裁
は
整
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

 
 
青

山

の
磐

垣
沼

の
水
隠
り
に
恋
ひ
や
渡
ら
む
逢

ふ
よ
し
を
な
み

(巻
十

一
、

二
七
〇
七
)

同
じ
く

「水
隠

り
」
を
用

い
、
忍
ぶ
恋

の
苦

し
み
を
訴
え
た
、
相
聞
と
し
て
は
常
套

の
右
歌
と
比
べ
て
も
、
そ

こ
に
用

い
ら
れ
て

い
る
言
葉
自

体
は
、
結
句

の

「紐
解
く
」
と
い
う
や
や
露
骨
な
表
現

の
他
は
さ
し
た
る
違

い
は
見
当
た
ら
な

い
。

二
七
〇
三
番
歌

の

「紐
解

く
」
と

い
う
用

例
自
体

は
巻

十

一
・
十

二
に
も
見
ら
れ
、
ま
た
、

「恋
ひ
来
」
と

い
う
形

で
相
聞
に
特
有

の

「恋

ふ
」
と
い
う
言
葉
も
用

い
ら
れ

て
い
る
。
が
、

「紐
解
く
」

の
喜
び

に
到

る
ま
で

の
苦
労
を
表
わ
す

に
、

「水
隠
り
に
恋

ひ
来
」

で
は
、

「志
良

亘
歌
」

の
場
合

の

「
下
樋

」
「
下
問

ひ
」
に
比

17

 

軽
太
子
の
歌
と
そ

の
後



べ
る
と
具
体
性

に
欠
け
る
。

当
時

の
歌
謡
が
和
歌

の
体
裁
に
改
め
ら
れ
て
収
録
さ
れ
た
も

の
な

の
か
。
或

い
は

「志
良
宜
歌
」
等

の
歌
謡

に
触

発
さ
れ

て
和
歌
と

し
て
詠
ま
れ
た
も

の
な

の
か
。
歌
謡
と
見
る
に
し
て
も
、
和
歌
と
見
る
に
し
て
も
、
中
途
半
端
な
性
格
と
言
え
よ
う
。

 
 
 

〈注
〉

(
1
)
以
下
、
記
紀
歌
謡
及
び

『
琴
歌
譜
』

の
歌
番
号
と
本
文
は
日
本
古
典
文
学
大
系

『
古
代
歌
謡
集
』
に
よ
る
。

こ
れ

に
よ
れ
ば
十
三
首
だ
が
、
記
七

 

九

・
記
八
〇
を

一
首
と
数
え
る
と
十
二
首
。

(
2
)

「記
紀
歌
謡
と
初
期
萬
葉
」

(『
萬
葉
』
第
六
号
)。

(
3
)
『
日
本
好
情
詩
論
』
「木
梨
之
軽
太
子
と
軽
大
郎
女

の
歌
ー

拝
情
詩
発
生

の
問
題
と
し
て
ー

」。

(
4
)
以
下
、
『
万
葉
集
』
の
本
文
は
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

『
万
葉
集
』
に
よ
る
。

(5
)
『萬
葉
集

の
歌
人
と
作
品
上
』

「歌
人
と
宮
廷
」。

(6
)
『萬
葉
集

の
作
品
と
時
代
』
「傳
諦
歌
の
成
立
」。

(7
)
稲
岡
耕
二
氏

「磐
姫
皇
后
歌
群

の
新
し
さ
」
(東
京
大
学
教
養
学
部

『
人
文
科
学
科
紀
要
』
六
〇
輯
)
に
、
記
八
八
番
歌
か
ら
八
五
番
歌

へ
の
変
化

 

を
、
記
八
八
番
歌
の
持

つ

「古
代
的
な
性
格
を

一
気

に
梯
拭
す
る
よ
う
な
形
で
、
大
幅
に
且

つ
本
質
的
に
な
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
」
と

い
う
指
摘
が
あ

 

る
。

「
一
気
に
」
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な

い
が
、
「本
質
的
」
な
変
化
と
す
る
点
で
は
同
感

で
あ
る
。

(8
)
『萬
葉
雑
記
帳
』

「歌
謡
以
後
1

『
万
葉
集
』
に
お
け
る
歌
謡
と
和
歌

の
ふ
れ
あ

い
ー

」。

(
9
)
『
古
代

歌
謡
全

注
釈
古
事

記
編
』
。

(
10
)

原

文

「和

可
奈

久

豆

万
」
。

た
だ

し

「
和
」

は

「
可
」
字

左
肩

に
朱

で
補
わ

れ
た
も

の
。

(
11
)
『
萬

葉

の
知
』

「萬
葉

集

の
中

の
記
紀

歌
謡

」
。

(12
)
土
橋
寛
氏

『
万
葉
集
-

作
品
と
批
評
』

の
用
語
に
よ
る
。

(
13
)

『
饗
宴

の
研
究

(儀
礼

編
)
』

「
正

月
儀

礼

の
成

立
」
。

18



 
 
 

 
 
 

い
は
ほ

(
14
)

こ
れ
を

「巌

す

ら
行
き

通
る

べ
き
ま
す

ら
を
」

(巻

十

一
、

二
一二
八
六
)
と
同
類
と
見

て
、

「岩
根

を
も

通
」
す

の
を
男

と

と

る
説
も

あ

る
が

、
そ
れ

 

で

は

「隠

り
ど

」
と
あ
る

こ
と

の
意
味

が
宙

に
浮

く
。

や

は
り
、
岩
根

か
ら
水
が
湧

き
出
る

こ
と
を
恋
情

に
讐
え

た
も

の
で
あ

ろ
う
。

(
15
)
佐

佐

木
信

綱

氏
解
説
を

付

し

て
稲
荷

神
社

か
ら
複
製

刊
行
さ

れ
た
本

文
を
、
私

に
書

き
下

し
文

に
改

め
た
も

の
に
よ

る
。

(
16
)
本

文

は
新

潮

日
本
古
典

集

成

『
枕

草

子
』

に
よ

る
。

 
 
 

 
 
 

 
 
 
し
わ

(
17
)

「若

か

り
し

肌
も
搬
み
ぬ

」

(巻
九

、

一
七
四
〇
)

と

の
例

か

こ
れ

以
外

に
あ

る
が

、
男
女

の
仲

に
該
当

し
な

い
。

(
18
)

「
東

歌
及
防

人

の
歌
」

(『
萬
葉
集

大
成
』

10
)
。

(
19
>

「萬
葉

の
相
聞

」

(『萬
葉

集
大

成
』

5
)
。

(
20
)

「東
歌
ー

万
葉
集
巻
十

四
の
論
ー

」

(『萬
葉
集
研
究
』
第

一
集
)
。

(
21
)

「さ

に

つ
ら
ふ
紐
解
き
放
け
ず
我
妹

子
に
恋
ひ

つ
つ
居
れ
ば
」

(巻
四
、
五
〇
九
)
と
同
様
、
女

の
肌
に
触
れ
る

こ
と
な
く
独
り
寝
を
し
た

こ
と
を

 
 
「あ
か
ら
ひ
く
肌
も
触
れ
ず

て
寝
た
れ
ど
も
」
と
言

っ
て
い
る
と
と
る
。

こ
の
歌
が
男
女

い
ず
れ
の
立
場
の
も
の
か
、
説
が
分
か
れ
る

の
も
、

「あ
か

 

ら
ひ
く
肌
も
触
れ
ず
て
」
が

「触
れ
ず
」
と
打
ち
消
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
極
め
て
強

い
印
象
を
与
え
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(本
学

助

教

授

)
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軽
太

子
の
歌
と
そ

の
後


