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萬

葉

集

の

「
生

」
字

に

つ

い

て

_へ ■量 一

 

吉

川

進

一

萬

葉
集

に
お

け

る
中

国
文

学

の
影
響

に

つ
い
て
は
早

く
よ
り

説
か

れ

て

お

り

、
多

く

の
人

々
に
よ

つ
て
文

学
的

に
或

い
は

語
学
的

に
そ

の
研
究

が

な
さ

れ

て

い
る
。

萬

葉

集

の
用
字

に

つ
い

て
小
島

憲
之

氏
は

「
萬
葉

集

の
文
字
表
記

は
文

学

的

用
字

法

か
ら

み

て
漢

詩
文

の
影
響

を
受

け
た

も

の
が
多
く

、
我

々

の

看
過

し

易

い
と

こ
ろ

に
萬
葉

人

の
文

字
表

現

の
謎

が
潜

ん
で

ゐ
た
。

そ

こ

に
彼

等

の
表

現
意
識

を

汲
み
取

ら

ね
ば

な

ら
な

い
。
し

か
も
萬

葉

人
は
単

に

詩
語

そ

の
ま
ま

を
移

し
た
と

云

ふ
だ

け
で

は
な

く
、
更

に
そ

れ
を

応

用

し

た
面

も
多

く
、

や
は

り
新
し

い
文

字
表

現

の
道

を
拓

い
て
ゐ
る
と

云

へ

る

凶
と

し

て
、
す

で

に
多
く

の
萬

葉

語

に
漢
詩
文

の
影
響
を

受
け

た
も

の

が
あ

る

こ
と

を
指

摘
し

て
お

ら
れ

る
。

ま

た
当
時

我

が
国

に
も
た

ら
さ

れ
た
漢

籍

の
中

で
も

特

に
注

目
す

べ
き

は

類
書

で
あ

る

と

い
わ

れ
、

そ

の
代
表
的

な
も

の
と
し

て
、

芸
文

類
聚

、

文

選

な
ど

を
あ

げ
ら

れ
る

。

以

上

の

こ
と

に
基

づ

い
て
、

こ
こ
に
萬

葉
集

の

「
生

」
字

に

つ
い
て
い

さ

さ

か
私

見
を

述

べ

て
大

方

の
御

批
判

を
仰
ぎ

た

い
と
思

う
。

二

 

ま
ず

、

万
葉
集

中

に
用

い
ら

れ

て
い
る

「
生

」
字

に
は
ど

ん
な

訓
み
が

な

さ
れ

て
い

る
か

見
る
と
、

お
ふ
る
な
の
り
そ

の

み
さ

ご

ゐ
る

い
そ
み

に
生
名
乗
藻

の
名

は
告

ら
し

て
よ

親
は

知
る
と

も

(
一二
、
三
六

二
)

う
ち
な
び

お
ふ
る

い
さ
な

と
り
浜

辺
を
清

み
打
靡
き

生
玉

藻

に
朝

凪

に
千

重
波
寄

り
夕

凪

に

五
百
重
波

寄
る

…
…
…

(六

、
九

三

こ

水
底

に
生
玉
藻

の
う
ち

靡

き
心
は
寄

り

て
恋

ふ

る

こ
の

こ
ろ

、
二
四
八

二

)

(
十

一

磯

の
上

に
生
小
松

の
名

を
惜

し
み

人

に
知

ら
え
ず

恋

ひ
渡

る
か
も

(

十

二
、

二
八
六

一
)



神
さ
び
て
巌
に
生
松
が
根
の
君
が
心
は
忘
れ
か
ね
つ
も

〇
四
七
)

(十

二

、
三

つ
の
さ
は

ふ
石

見

の
海

の
議

さ

へ
く

唐

の
崎

な

る
い
く

り
に

ぞ
徽
齪

松

生
荒

磯

に

ぞ
玉
藻

は

生
流

(
二
、

=

二
五

)

白

髪

生
流

こ
と

は
思

は
ず

を
ち

水

は
か

に
も

か

く

に
も

求

め

て
行
か

む

(
四

、
六

二
八

)

以

上

の
例
で

わ
か

る

よ
う

に

「
生

」
字

は

、

ほ
と

ん
ど

「
お

ふ

る
」
と

訓
ま
れ
て

い
る
。

そ

れ
で

は
、

「
生

」
字

は

「
お

ふ
る

」
と

の
み

訓

み
、
他

に
違

つ
た

訓

み

が
全

く

な

い
か
と

い
え
ば

、

そ
う
と
も

い
え
な

い
。

吾

が
み

げ

は
御

塩

の
は
や

し
書

　

奴

吾
が

身

一
つ
に
七
重

花
佐
久

八

重

花

生
跡

申

し
賞

さ

ね
申

し
賞

さ

ね

(
十
六

、
三

八
八

五
)

右

の
歌

に
見

え

る

「
生

」

字
は

、
上

に

「
七

重
花

佐
久

」
と

あ
る

の
で

「

八
重

花

生
」

と
訓

ま

れ

て
い
る
。

萬

葉

集
中

、

こ

の
歌

の
例

の
み

が

「
生
」
字

を

「
さ

く
」
と

訓

ん
で

い

る
唯

一
の
例
で
あ

る

が
、

果
し

て

「
生

」
字

に

「
さ
く

」
と

い
う

訓
み
が

あ

る

の
で

あ

ろ
う
か

。
管

見

に
入
る

か
ぎ
り

で
は

、

こ
の

こ
と

に

つ
い
て

説

い

た
も

の

は
な

い
よ
う
で

あ

る
。

字
書

類

な
ど

を
み

て
も

「
生

」
字

に

「
さ

く
」

と

い
う
訓
み

を
与

え

て

い
る
も

の
は
み

あ
た

ら
な

い
。

そ

こ
で

当
時

我
が

国

に
も
た

ら
さ

れ
た
漢

籍

の
中

で
も

、
文

選
と

並

ん

でて
最

も
注

目
す

べ
き
芸

文

類
聚
を

開
く

と
、
巻

三
、
歳

時
部

の
梁

簡
文
帝

、

春

日
看

梅

詩

に
、

昨
日
看
梅
樹

新
花
已
自
生

今
日
聞
春
鳥

何
暗
両
三
声

凍
解
池
開
緑

雲
穿
天
半
晴

遊
心
不
応
動

為
此
欲
逢
迎

と

い
う

の
が

あ

る
。

こ
の
詩

の

「
新

花
已
自

生

」
は
新

し

い
花
が
咲

い
た

(
開

い
た

)
意
で

あ

る

こ
と

は
ま
ち

が

い
な

い
で

あ
ろ

う
。

つ
ま
り
漢

籍

に
お

い

て

「
生

」
字
を

花
が

咲
く
意

に

用

い

て
い
る

の
で

あ

る
。

こ
れ

に
ょ

つ
て
萬
葉

人
は

「
生
」
字

に

「
さ
く

」
と

い

う
訓
み
を

与
え

て
用

い
た

の
で

あ

ろ
う
。

三

そ

こ
で

次

に

望
」
字

の
訓

み

に
疑

い
の
あ

る
も

の
に

つ
い
て
見

て

い

く

こ
と

に
す

る
。

を
み
な

へ
し

生
沢

辺
之

ま

田
葛
原
何
時

か
も

繰

り

て
我

が
衣

に
着

む

(
七

、

=

二
四
六

)

こ
の
歌

は

「
を

み
な

へ
し

咲
き

」
と
地

名

の

「
佐

紀
」

と
を

か

け

て
お

り

萬

葉

集
古

義
が

「
生
沢

辺
之

は

サ
キ

サ

ハ
ノ

ベ
ノ
と
訓

べ
し

(
こ
れ
を

古

来

オ

フ
ル

サ

ハ

ヘ
ノ
と

よ
み

た
れ
ど
も

、

ひ
が

こ
と
な

り

、

こ
は

己
が
は

じ
め

て
考

へ
得

た
る
よ

み
な
り

)
生
を

、

サ
ク
と

訓

ム
例

は
、
六

ノ
巻

に
、

ハ
ル

ハ
サ
キ

ツ

ツ

ヤ

ヘ
ハ
ナ
サ
ク

ト

春

者

生
管

、
十

六

に
、

八
重
花

生
跡

、
な
ど

あ

る
が
如

し

(
又
十

ノ
巻

に

石

走

間

々
生
有
貝

花

乃
、
と
あ

る
を
も

、

マ
ゝ

ニ
サ
キ

タ

ル
カ
ホ

バ
ナ

ノ

と
も

よ
む

べ
し

)
さ

て

こ
そ
姫

押
は

、
さ
く

と

云

に
か

ゝ
れ

る
枕

詞

に
は

一一



麦

り

け
れ

」
と

改
め

て
よ
り

、
井

上
氏
新
考

、
全

釈

、
総
釈

、佐
竹

・木

下

・

小

島

三
氏
萬

葉
集

な
ど

「
生
沢
辺

之
」
を

「
さ
き

さ
は

の

べ
の
」
と

訓
ん
で

い
る
が

、
全

注
釈

、
古

典
大

系
本

は
、
地
名

の

「
佐
紀

沢
」

と
解
す

る

は

誤

り
と

す

る
。

な
ぜ

な
ら

「
紀

」
は

キ

乙
類
で
あ

り
、
動

詞

「
咲

く
」

の
連

用

形

「
咲

き

」

の

「
き

」

は
キ
甲

類
だ

か
ら

上
代
特

殊
仮

名
遣

い

に
抵
触

す

る
と
し

て

「
お

ふ

る
さ

は
べ

の
」
と

よ

ん
で

い
る
。

こ
れ
と
同

じ
く

・

を

み
な

へ
し
咲

沢

に
お

ふ
る
花

か

つ
み
か

つ
て
も

知
ら

ぬ
恋
も

す

る

か
も

(
四

、
⊥
ハ
七

五

)

の
歌

に

つ
い
て
も

「
咲
き

」
と

「
佐

紀
」

を
掛

詞

に
す

る

の
は

誤
り

と
し

て

「
さ
く

さ
は

」
と

訓

ん
でて
い
る
。

こ
の
よ

う
な

「
女

郎
花

の
咲

く
沢
」

の
意

と

す

る
全

注
釈

、
古
典

大

系

本
の
説

に
対
鴛

グ
蠣
慶

雍
釈
は

.女
郎
花
が
沢
に
咲
く
と
い
ふ
事
も

を

か
し

く

『
垣
津

旗
開
沼

之
菅

乎
』
(十

一
、

二
八

一
八

)
の

如

き

も

サ
キ

ヌ
と

訓
む

べ
き
も

の
と
思

は
れ

、
「
か
き

つ
ば

た
」

は

枕

詞
・.G
見

る
べ
き

も

ヲ
ミ
ナ

ヘ
シ

サ
キ
ノ
ニ
オ

フ
ル

シ
一ヲ
ン
ツ
ジ

の
で
あ

り

『
姫

部
思

咲
野
ホ

生

白

管
自

』
(
十

、

一
九

〇
五

)
の
如

き
も

女
郎

花

と

つ
ゝ
じ
と

は
季

節
を

異

に
し

た
も

の
で

あ

る
事

を
考

へ
て
も

前

者

は
枕

詞

でて
あ

る
事

が

認
め
ら

れ

、
既

に
代
匠

記
に

『咲

沢

ハ
所

ノ
名

、

娘

子

部

四

ハ
咲

ト

云

ハ
ン
料

ナ
リ
』

と

い
ひ

『
大
和

国
添
下

郡

ノ
佐
紀

ナ

ル
ベ
キ

ニ
ヤ
』

と
あ

る

に
従

ふ

べ
き
だ
と

考

へ
る
。

た

ゞ
仮
名

違

ひ
が

疑

問

の

や
う
で

あ

る
が

言
葉

の
し

や

れ
は

現
在
で

も

類
似

音
を

用

ゐ

る
事

が

常

で
あ

る

や
う

に
、

必
ず

し
も

正

確

に
同
音
を

か
け

る
も

の
と

は
考

へ
ら

れ

ず

、
前

に

『
あ

さ
も

よ
し

紀

』
二

、

五
五

)
の
場
合

に
述

べ
た

や

う

に

、

特

に
キ

の
甲

乙

二
音

が
か

け
言

葉

に
な

つ
た
と
思

は
れ

る
例

が

い
く

つ

も

あ

る

の
で

、
今

も

同
様

の
例
と

認

め
る

べ
き

だ
と

私
は
考

へ
る
。

」
と

述

べ
て
、

二
例

共

「
さ

き

さ

は
」

と

訓

ん

で

い

る

。

や
は

り

こ

こ
で

は
、

上
代

特
殊

仮

名

遣

い
を

絶
対

的

な
も

の
と
す

る
よ

り

も
、

注

釈

の
説

の
よ
う

に
解

す

べ
き

で
あ

ろ

う

。

四

そ

こ
で

前

に
引
用
し

た
古

義

の
説

に
見

ら

れ

る
歌

を

検

討

し

て

い
く

こ

と

に
す

る
。

大
伴

坂
上
郎

女
宴

親

族
歌

一
首

か

く

し

つ

つ
遊
び
飲

み

こ
そ
草

木
尚

春
者

生

管

秋

は
散

り

ゆ
く

(

六

、
九

九

五

)

の

「
生
管

」

は
、
旧
訓

「
も

え

つ

つ
」
と

訓

ん
で

い
た

が

、

古

義

が

「
さ

き

つ

つ
」

、

略
解
が

一女お

ひ

つ

つ
」

と

訓
ん

で

い
る

。

こ
れ

に

つ
い

て
井

上

氏

新
考

が

「
さ
き

つ
つ
」
と

訓

ん
で

い

る
だ
け

で

、
大

成

、

総
釈

、

古

典

大

系
本

、
佐

竹

.
木
下

.
小
島

三
氏
萬

葉

集

、
注

釈

な
ど

最

近

は

皆

、
略

解

の

「
お

ひ

つ
つ
」
を

取

つ
て
い
る
。

全

注
釈

は

「
生

は

訓

の
多

い
字
で

あ

る
が
、

春

の
草
木

に

つ
い

て
は
、

モ

ユ
が
適

し

て

い
る

。
草

木

の
春

生

秋
落

を
述

べ
た

の
は

、
人
生

無
常

、

時
致

れ
ば

死

ぬ

の
意

で

あ

る

凶
と

の

べ
て

「
モ

エ
ツ
ツ
」

と
訓

ん
で

い
る

。

「
お

ひ

つ

つ
」
と

訓
む

こ
と

に

つ
い

て
は
総

釈
が

「落

訓

の

モ

エ
は
論

外

と
し

て
、
古

義

の
サ
キ
説

も

必
ず

し
も

不
可

で
は

な

い
が

『
草
木

ス
ラ

』

と

い
ふ
語

に
対
し

て
サ
キ
よ

り
も

オ

ヒ
の
方

が
妥

当

の
や

う

に
思

は
れ

る
。
草
木

で

も
春

は
生

々
と
生

ひ
茂

り
栄

え
る

、
と

い
ふ

意

味
で

あ

る
凶

と
述

べ

て
い
る
。

つ
ま

り

「
草
木
」
と

あ

る

の
で

「
お

ひ

つ
つ
」

の
方

が

妥

当

だ
と

い
う

の
で

あ

る

が
、
大
伴
家

持

の
歌

に
次

の
よ
う
な
例

が

あ

る
。
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言

問

は
ぬ
木

尚

春
開
秋

づ

け
ば
も

み
ち
散

ら
く

は
常
を

無
み

こ
そ

(

十

九

、
四

一
六

一
)

こ
れ
を

見

る
と

「
木
尚

春

開
」
と

あ
り

「
木
」

に
対
し

て

「
開
」

と

い
う

表

現
を

し

て

い
る

の
で

あ

る
。

(
開

の
字

を

「
さ
く

」
と
訓

む

こ
と

は
ま

ち
が

い
な

い
と
思

う

)。
又

時

ご

と

に
い
や

め
ず
ら

し
く

八
千

種

に
草

木
花

左
伎
鳴

く
鳥

の
声
も

変

ら

ふ
…

…

(
十
九

、
四

一
六

六

)

と

い
う

例
も

あ

る
の
で

あ

る
。

故

に
家

持

の
作

歌

に
多

大

の
影
響

を
与

え
た
叔

母

の
坂

上
郎

女

の
歌
も

「
さ

き

つ
つ
」
と

よ
め

る

こ
と
に

な
り
、

さ
ら

に

「
春

は
お

ひ

つ
つ
秋
は

散

り

ゆ

く
」

と

い
う
よ

り
も

「
春

は
さ
き

つ
つ
秋

は
散

り

ゆ
く
」
と

い

つ
た

ほ

う
が

よ
り
す

ぐ

れ

て
お
り
、

古
義

の
訓

み

の
鋭

さ

に
改
あ

て
感
ず

る
し

だ

い
で

あ

る
。

石

橋

の
間
間

に
生
有

貝
花

の
花

に
し
あ

り

け
り
あ

り

つ
つ
見
れ
ば

(

十

、
二
二
八

八

)

古

義

は

前

に

「
マ
ゝ

ニ
サ
キ

タ

ル
カ
ホ

バ
ナ

ノ
と
も

よ
む

べ
し

」
と

述

べ

て

い
た

が
、
実

際

に

こ
の
歌

の
所
で

は

「
間
間
生

有
は
、

マ
ゝ

ニ
オ
ヒ

タ

ル
と

訓

べ
し
、

又

ア

ハ
ヒ

ニ
サ
ケ

ル
と
も

よ
む

べ
き

か

」
と
し

て

い
る
。

は
る
は
さ
き
つ
つ

さ
き
さ
は
の
べ
の

さ

き

に

「
春

者

生
管

」
へ
六

、
九

九

五
)
生
沢

辺
之
,「(七

、・
=

二
四
六

)

と

い
う

卓
見
を

示

し
た
鹿

持
雅

澄
も

、

こ

こ
で
は
先

が

に

ぶ

っ
て

い
る

よ

う
で

あ

る
。
以

後

の
注

釈
書
も

「
ま

ま

に
お

ひ
た

る
」
と

無
難

な
訓

み
を

取

り

、
石

と
石

と

の
間

に
生
え

て

い
る
顔
花

の
意

と
し

て
い

る
。

但

し

「
お

ひ
た

る
」

と
訓

ん
で
は

い
る
が

、

「崖

に
咲

く
貌
花

の
よ
う

に
、

空
し

い
美

し

さ
な

の
で
あ

っ
た

。
ず

つ
と
引

き

つ
づ

い
て
見

て
い
る

と

」
(古

典
大

系
本

〉
と

解
さ

れ

て

い
る
よ
う

に
、

や
は
り

咲

い
て

い
る
と

い
う
気
持

が

そ
れ
と

な
く
現
わ

れ

て
い
る
。
顔

花
が

美
し

く
咲

い
て

い
る

こ
と
で

あ

る
と

い
う

こ
と

は
よ
く
わ
か

る

の
で
あ

る
が
「
生
」
字

に
ど

う
し

て
も

「
さ
く

」
と

い
う
訓
み
を

与
え

る

こ
と

が
で

き

ず

「
生
有

」
を

「
お

ひ
た
る
」

と

よ
ん
で

い
る

の
で

あ

る
。

し
か
し

「
生
」
字
を

「
さ
く

」
と

訓
あ

る

こ
と
が

わ
か

つ
た
今
で

は
、

何
ら
た
あ

ら

う

こ
と

な
く
、

石
橋

の
間
間

に
さ
き
た

る
顔
花

の
花

に
し
あ
り

け
り

あ

り

つ
つ
見
れ

ば

と

訓
ん
で

さ

し

つ
か

え
な

い
の
で
あ

る
。

そ
も

そ
も

美
し
く
咲

い

て
い
る
花
を

見

て
、
お

ひ
た

る
花

、
な
ど

と

い

う

こ
と
自

体
無

理
な

こ
と
で
あ

る
。

こ

の
よ
う

に
見

て
く

る
と

「
生
」
字

を

「
さ
く
」

と
訓

ん
で

よ

い
歌
、

又

「
さ
く

」

と
訓
ん
だ

ほ

う
が

よ
り

適
当

な
歌
が

こ
の

ほ
か

に

も
あ

る

の

で

は
な

い
だ

ろ
う
か
。

五

磯
の
上
に
生
流
馬
酔
木
を
手
折
ら
め
ど
見
す

べ
き
君
が
あ
り
と
言
は

な
く
に

(
二
、

一
六
六
)

こ
の
歌
は

移
葬
大
津
皇
子
屍
於
葛
城
二
上
山
乏
時
大
来
皇
女
哀
傷
御
作

歌
二
首

と
あ
る
う
ち
の

一
首
で
あ
る
が
、

右
音

、
合・
案
不
期
移
葬
之
歌
蓋

疑
蓄

勢
神
溶
還
憂

時
路
上

見
花
感
傷
哀
咽
作
此
歌
乎

レ

ニ

「

と

い
う

左

注
が

つ

い

て

い

る
。
(
但

し

こ
れ

は
編

者

の

誤

つ
た

注

と
さ
れ

て
い
る
。
)
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右

の
歌

に

つ
い

て
考

え

る

ま
え

に
、

ま
ず

集

中

の
馬

酔

木
を

詠

ん

だ
歌

を

見

る
と

、

吾

が

背
子

に
吾

が
恋

ふ

ら

く

は
奥

山

の
馬

酔

木

の
花

の
今

盛

り
な

り

(十

、

一
九
〇

三

)

う

ち

な
び

く

草
香

の
山

を
夕

暮

に
わ
が

越

え
来

れ

ば
山

も
狭

に
咲
有

馬
酔

木

の
…

…

(
八

、

一
四

二
八

〉

み
も
ろ

も

も
と
べ

さ
く
す
え

べ

さ
く

三
諸

は

人

の
守

る
山

本

辺
は

馬

酔
木

花

開
末

辺

は
椿

花
開

…

…

(十

三

、

三
二

二

二
)

磯

影

の
見

ゆ

る
池

水

照

る
ま

で

に
咲

け

る
馬
酔

木

の
散

ら
ま

く
惜

し

も

(
二
十

、
四
五

一
三

)

池
水

に
影

さ

へ
見

え

て
咲
き

に
ほ
ふ

馬
酔

木

の
花
を

袖
に

扱

入
れ

な

(
二
十

、
四
五

一
二

)

以

上

の
例
で

わ
か

る

よ
う

に
、

馬
酔

木

を
詠

ん
だ

歌

は
、
す

べ
て
咲

い

て

い
る

花

を
詠

ん
で

い
る
。

萬

葉

人
は

、

馬
酔
木

の
花

が

咲
き

乱

れ

て

い
る
情

景

を
見

て

、

こ
の
よ

う
な

歌
を

詠

ん
だ

の
で

あ

り
、
咲

き

乱

れ

て
い
る
馬

酔
木

に
向

つ
て

「
お

ふ

る
馬

酔
木

」

な
ど
と

い
う
表

現
は

、

歌
と
し

て
体

を

な
さ
な

い

こ
と

は

云
う

ま
で

も

な

い
。

た

ゞ

こ
の
巻

二

の
歌

の
み
が

「
生

」
字

を

用
い

て
い
る

た
め

「
お

ふ

る

あ
し

び

を
」

と
今

ま
.て
訓

ま
れ

て
き

て

い
る
。

し

か

し
左

注

そ
れ
自

体

は
ま
ち

が

つ
て
い
る
が

「
路

上
見
花

」

と
あ

り
、

手
折

つ
て
見
せ

た

い
気
持
を

起
さ

せ

る
の
は
、

や

は
り
咲

き

乱
れ

て

い
る

あ
し

び
の

花
で

あ

ろ
う
。

そ

こ
で

こ
の

「
生
流

馬
酔

木
」

は

「
さ
け

る
あ
し

び
」

と

訓
む

の
でて
は

な

い
だ

ろ

う
か

。

こ
の
よ

う
に

見

て
く

る
と

、
今
ま

で

「
生

」
字
を

「
お

ふ

る
」

と
訓

み

何

ら
疑

い
を

入

れ
な
か

つ
た
も

の
に

つ
い

て
考

え

な
お
す

必

要
が

あ

る
よ

う

に
思
わ

れ

る
。

を
み

な

へ
し

咲
野

に
生

白

つ

つ
じ

知

ら

ぬ
事

も

ち
言

は

れ
し

吾
が
背

(
十

、

一
九

〇

五

)

こ

の
歌

も

「
さ

き

野
に

お
ふ

る
白

つ

つ
じ

」
と

よ

む

の
で

は

な

く

て

「
さ

き

野

に
さ

け
る

白

つ

つ
じ

」

と

よ
む
方

が

「
さ
き

野

に
さ

け

る
」

と

「
さ

」

の
音
を

並

べ
、
次

に

「
し

ら

つ

つ
じ

し
ら

ぬ

こ
と

も
ち

」

と

「
し

ら
」

の
音

を
か

け

て
用
い
、

音
調

を
合

せ

て
巧
み

に
歌

い
あ
げ

て

い
る

の
で

あ

る
。

そ

こ
に
作

者

の
意

識
的

な
も

の
が

よ
く

う
か

が

え

る
。

「
さ
き

野

に

お
ふ

る
白

つ

つ
じ

」

.て
は
ど

う
も

歌
と

し

て
受

け

る
感

じ

が

だ

い
ぶ
違

つ
て
く

る
。

や
は
り

白

つ

つ
じ
が

美

し
く

咲

い

て

い
る
と

い
う

意

識

の
も

と

に
、
序

詞
と

し

て
用

い
た
も

の
と

思
わ

れ

る
。

さ
ら

に
前

に
も

引

い
た

を

み

な

へ
し

咲
沢

に
生

流

花
か

つ
み
か

っ
て
も

知
ら

ぬ
恋

も
す

る
か

も

(
四

、
六
七

五
〉

に

つ
い
て
も

「
さ
き

さ
は

に
さ

け

る
」
と

「
さ
」

の
音

を
合

せ

、

さ
ら

に

「
花

か

つ
み

か

つ
て
も
知

ら

ぬ
」

と
「・か

つ
」
の
音

を
合

せ

て

い
る

の
で
あ

る
。

故

に

こ

の
歌
も

「
さ

き
沢

に
さ

け
る

花

か

つ
み

」

と
訓

む

べ
き

で

「

さ
き

沢

に
お

ふ

る
花
か

つ
み
」

な

ど
と

は

訓

め
な

い

の
で

あ

る
。

詠
山

振
花

歌

「
首

二

一

==



繁
山

の
谷
辺

に
生
流

山
吹
を

や
ど

に
引
き

植

え

て
朝

露

に
に
ほ

へ
る

花

を

見

る
毎

に
思

ひ
は
止

ま
ず
恋

し
繁

し
も

(十
九

、
四

一
八
五

)

こ

の
歌
も

題
詞

に
あ

る
よ

う
に
、

や
ま
ぶ
き

の
花

を

詠
ん
で

い
る
の
で
あ

り

、
又

歌

の
中

に
も

「
朝
露

に

に
ほ

へ
る
花

」
と

も
あ

る
と

こ
ろ

よ
り
、

「
し

げ

山

の
谷
辺

に
さ

け

る
や
ま

ぶ
き
を
」

と

訓
ん
で

さ
し

つ
か

え
な

い

と
思

わ

れ

る
。
む

し

ろ

「
谷

べ
に

お
ふ
る

や
ま

ぶ
き
を

」
と

よ
む

の
が
何

と

な

く
意

に
そ
ぐ

わ
な

い
よ

う
に
感

じ
ら

れ
る
。

や
ま

ぶ
き

の
花

を
詠

ん
だ
歌

は
、

山
吹

の
咲

き

た
る

野
辺

の

つ
ぼ

す
み

れ

こ
の
春

の
雨

に
盛
り

な
り

け

り

(
八

、

一
四
四

四
)

山
吹

は

日
に

日
に
咲

き

ぬ
愛
は
し

と
吾

が
思

ふ
君

は
し

く

し
く

思

ほ

ゆ

(
十
七

、
三
九

七

四

)

わ
が
背
子
が
屋
戸
の
山
吹
咲
き
て
あ
ち
ば
止
ま
ず
通
は
む

い
や
毎
年

に

(
二
十

、
四
三
〇
三
)

山

吹

の
花

の
盛
り

に
か

く

の
如
君

を
見

ま
く

は
千

年

に
も

が
も

(
二

十

、
四
三
〇

四
)

な

ど
と

多

く
見

ら
れ

る
。

さ

ら

に
山

部
赤

人

の
あ
ま

り

に
も
有

名

な
歌
で

あ

る
、

ぬ
ば

た
ま

の
夜

の

ふ
け
ゆ

け
ば

久
木

生
留
清

き
河

原

に
千

鳥
し
ば

鳴

く

(
六

、
九

二

五

)

に

つ
い
て
考

え

る
と
、

こ
の
歌

は

「
ひ
さ
ぎ

お
ふ

る
」
と
全

く
定

訓
化

し

て

い

る
。

そ

こ
で
ま
ず

万
葉

集

に
見

え
る

「
ひ
さ
ぎ

」

の
歌
を
上

げ

る
と

わ
た
ら
ひ

わ
か
ひ
さ
ぎ

度
会
の
大
川
の
辺
の
若
歴
木
わ
が
久
な
ら
ば
妹
恋
ひ
む
か
も

、
三
一
二
七
)

(
十

二

浪

の
間

ゆ
見

ゆ
る
小
島

の
浜
久

木
久

し
く

な
り

ぬ
君

に
逢

は
ず
し

て

(十

一
、

二
七
五

三
)

去

年
咲

き

し
久
木
今

開

い
た
づ
ら

に
土

に
や
落

ち
む

見

る
人
な

し

に

へ十

、

一
八
六

三
)

以
上

の
三
例

が

見
ら
れ

る
。

「
ひ

さ
ぎ
」

が

い
か
な

る
も

の
か
諸

説
紛

々
と
し

て
定
ま

る
と

こ
ろ
を
知

ら
ぬ

が
、

こ
こ
で

は
、

ひ
さ
ぎ

に

つ
い
て
せ
ん
さ

く
す

る

こ
と
は

し
ば

ら

く
お

く
と
し

て
、
と

に
か
く

「
去
年
咲

き
し
久

木
今

開

」
(十

、

一
八
六

三

)
と

あ
り

、

ひ
さ
ぎ

の
花
を

詠
ん
だ

歌

が
あ

る

の
で
あ

る
。

と
す

れ
ば

、

萬
葉

人
は

、

ひ
さ
ぎ

の
花
が

美
し

く
咲

い

て
い
る

の
を

見

て
歌
を

作

つ
た

こ
と

が
わ

か

る
。
む
し

ろ
前

述

の
如

く

、
馬
酔

木
、

山
吹

、
な

ど
と

同
じ

く
、

ひ
さ

ぎ

を
詠
む
時

も
生

え

て

い
る
情

景

を
詠
む

の
で

は

な
く
、

や
は

り

そ

の
花

を

見

て
感

ず

る
所
を
表

出
し

た
も

の
で
あ

る
う

。

そ

こ
で

山

部
赤

人
は
、

ぬ
ば

た
ま

の
夜

の
ふ
け
ゆ

け
ば

ひ
さ
ぎ

お
ふ

る
清
き

河

原

に
千

鳥
し

ば
鳴
く

く

`
口

と

詠
ん

だ

の
で

は
な
く

、

ぬ
ば

た

ま

の
夜

の
ふ
け
ゆ

け
ば

ひ
さ
ぎ

さ
け

る
清
き

河

原

に
千

鳥

しば
鳴
く

ば
と
詠
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
方
が
歌
の
感
じ
と
し
て
数
等
す
ぐ
れ
て
い
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る
よ
う

に
思

う
。

つ
ま

り

「
ひ

さ
ぎ
が

は

え

て
い
る
」

と

い
う

の
と

「
ひ
さ
ぎ

が
さ

い

て

い
る
」

と

い
う

の
と

の
違

い
で
あ

る
が

、
よ
く

よ
く

こ
の
歌
を
味

わ

う
と

や

は
り

、

ひ
さ
ぎ

が

河
原

一
面

に
美
し

い
花
を

つ
け

て
い
る
と

見
た
方

が

感
じ

と

し

て
す

ば
ら

し

い
も

の
が

あ

る
。

一L
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萬

葉
集

に
見

え

る

「
生

」
字
は
、
今

ま
で
普

通

「
お

ふ

る
」

と
訓

み

「

さ

く

」
と

ど

う
し

て
も
訓

ま

な
け
れ
ば

な

ら
な

い
も

の
を

例
外
的

に

「
さ

く
」

と
訓

ん
で

き

た
。

そ
し

て

「
生

」
字

を

「
お

ふ

る
」

と

訓
あ

る
が
、

「
さ

く
」

と
訓

ん
だ

ほ
う

が

よ
り

適
当

な
場
合

に
も

「
生

」
字

に
ひ
か
れ

て
む

り
に

「
お

ふ
る

」
と

訓

ん
で

き
た

の
で

あ
る

。

し
か

し
以

上
見

て
き

た

よ
う

に

「
生

」
字
を

「
さ
く

」
と
訓

め

る

こ
と

は

、
確
か

な

こ
と
で

あ
り

、
萬

葉
集

に
お

け

る
文

字
表

記
を

考

え
た
場
合

「

さ

く
」

と
訓

ん

だ
ほ

う
が
適

当
な

歌
は

「
さ

く
」

と
よ
み

改
め

る

べ
き
で

は

な

い
だ

ろ
う
か

。

さ

ら

に

「
生

」
字

を
花
が

咲
く

意

に
用

い
た

の
は
萬

葉

集
独

持

の
も

の

で

は
な

く

、
当

時
我

が
国

に
も
た

ら
さ

れ

た
漢

籍

の
影
響

に
よ
る
も

の
で

あ

ろ

う
。

注

一
、
萬
葉
集
大
成

七
巻

「萬
葉
集
と
中
国
文
学
と
の
交
流
」
三

一
四
頁

注
二
、

「書
　
奴
」
は

「
お
い
て
は
ぬ
」

「お
い
た
る
や

つ
こ
」
な
ど
訓
み
に
異
同
が

あ
る
。

注
三
、
澤
潟
久
孝

「
萬
葉
集
注
釈
」
巻
四
、
四
五
二
頁

第
二
十
四
号
正
誤
表

誤

今
昔
物
語
等
四

ノ

=
二

文
末
の
に

と

な
む

語

り

伝

へ
た

る

」

(6
頁

上

21

、

7
頁

上

11
、

繁
密
に

に
な
る
で
あ
ろ
う

八
十

一
話

六
十
五
話

侵
許

正

今
昔
物
語
集
四

ノ

=
二

文
末
に

と
そ

い
ひ
伝

へ
た
る
」

7
頁
下

1
以
上
同
じ

)

緊
密
に

に
な
る
で
あ
ら
う

八
十
二
話

六
十
四
話

長
恨
歌

「支

」

・

「
支

」

「
支

」

(
14
頁
上

16
、

14
頁

上

24
以
上

同

じ

)

「
志

」
を

「
キ

」

日
本
書
記

よ
ろ
ず

兵

法

o
道

、

身
を
た
だ
し

て

と

い
う

こ
と

武
蔵

の
こ
ろ
に

も
の
ば
か
り
で
あ
る
。

二

・
三
月

執

筆

有

リ

。

色

々
遺
申
…
…
候

て

弥
宜

・

「
支

」

「
支

」
を

「
キ

」

日
本
書
紀

よ
う
つ

兵
法
の
道

身
を
た
だ
し
く

と

い
う
意

武
蔵

の
こ
ろ

の

も

の
ば
か
り
で
あ
る
。

二
、

三
月

執
筆
有
り
。

(色

々
)

遣

ヒ
…

…

候

祢
宜
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