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古
今
六
帖

と
千
載
佳
句

清

田

伸

一

は

じ

め

に

古
今

六
帖

と
白

氏
六
帖

と

の
影
響

関
係

に

つ
い
て
は
源

順

の
和

名
抄

の

(注
こ

媒

介
と

し

て
平

井
卓

郎
氏

が
詳

述

し

て
お
ら

れ
る

が
、

「恋

・
雑

思
」

に

つ
い
て

は
源
順
集

と

の
関
係

を
述

べ
「

古
今

六
帖

の

「
人

」
部

と
白
氏

六

帖

の
第

六
巻

、
第

七
巻

、
更

に
和

名
抄

の
人

倫
部

と
を

比
較

し

て
お
ら

れ

る
に
す

ぎ
な

い
。

白
氏

六
帖

の
そ

の
目
録

に

は

第
六
巻

宗
親
奴
碑

第
七
巻

人
状
貌
貴
賎
隠
逸
雑
挙
措

-

(宋
本
白
氏
六
帖
事
類
集
に
よ
る
)

と

あ
る

に
す
ぎ
ず

、

そ

の
細

目
を

検
討

し

て
み

て
も
古

今
六
帖

の
「恋

・
雑

思
」

の
細

目

に
あ

て
は
ま

る
と

い
う

も

の
で

は
な
く

、
そ

の
相
違

は
大

き

い
と

い
わ
ね
ば

な
ら

な

い
で
あ

ろ
う
。

た

だ
単

に
和

歌
集

と
辞
書

と

の
相

違

、
古
今

六
帖

と
白
氏

六
帖

と

の
相
違

と

い
う
言

葉

で
結

論

さ

れ
な

い
も

の
が
あ

る
よ
う

に
思

わ
れ

る
。
白

氏

六
帖
中

に
古

今
六
帖

の
細

い
部

類

の

片
鱗

を
見
出

し
得

な

い
こ
と
は

な

い

の
で
あ
る

が
、
そ

れ

は
あ
ま

り

に
も

人
的

な
も

の
で
あ

っ
て
、
歌

に
於

け

る
恋

と
か
思

と

い
う
感
情

と

は

か
け

離

れ
た
も

の
で
あ
る
。

た
し

か

に
白
氏

六
帖

に
於

け
る
辞

書
的

性
格

と
古

今

六
帖

の
よ

う
に
和
歌

を
類

聚

し
た
も

の
と

の
そ

の
内
容

に
於

け

る
相

違

に
は
大

き
な
も

の
が
あ
る
。

内
容

に
於

け

る
相

違

は
別

と
し

て
も
部

立
に

つ
い
て
、
恋

と
思

と
を
除

い
た
他

の
部

に
於

て
は
著

し

い
類
似

を
飾
凱

て

い
る

こ
と

は
注

目

せ
ね
ば

な
ら

ぬ
も

の

で
あ

る
が

、
古
今

六
帖

の
編
者

は

恋

と
思

と
を
区

別
す

る

こ
と
に

よ

っ
て
六
帖

そ

の
も

の

・
特

色

を
打
出

し

て

い
る

の

で
あ
る
。
契

沖

が
新

校

古
今
和

歌

六
帖
叙

の
中

で

「
蓋

其
為

レ

名
取
二
諸

白
氏

六
帖
」
乎

」

と

い

っ
て

い
る
よ

う
に
白

氏
六
帖

を
慕

っ
て
名

付

け
ら

れ
た

の
か
も

し
れ

な

い
が
、
.白
氏

六
帖

を
踏
襲

し

た
も

の
で
は
な

い
と

い
う

点

が
存

す

る

の
で
あ

る
。

平

安
朝
初

期

の
漢
文

学
全
盛

の
頃

宮
廷

の
公
的

な

文
藻

と
し

て
通

用

し

て

い
た
漢
詩

の
そ

の
集

に
於

け

る
と

こ
ろ

の
分

類
意
識

は
次
第
.に

細
分
化

さ

れ

つ

・
あ

っ
た
。

懐

風
藻

か
ら
凌

雲
集

の
頃

に

は
作

者
別

に
分

け
ら

れ

た
も

の
が
、
文
華

秀
麗
集

、
句

題
和

歌

、
日
観
集

へ
進

ん

で
く
る

と
、

そ

(注
三

)

の
序

に

は

「
…
分
レ
部
同
レ
類
。

方
為
二
日
観
集

一
。

…
」

と
あ

る
よ

う
に

な

っ
て
く

る
。

日
観
集

と

同
じ

く
大
江

維
時

の
撰

に
な

る
と

こ
ろ

の
千
載
佳

句

は
表
面
的

に

そ
れ
程

で
も

な

い
が
、
細
部

を
見

て
み
る
と

そ
れ

は
日
本

的

要
素

を
含

ん

だ
も

の
で
あ

り
、
後
述

す

る
如

く
、
古

今
和

歌

六
帖

も

こ
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う

い
う
類

聚
書

の
上

に

立

っ
て
そ

の
部

類
意

識

は
働

い
て

い
た
も

の
と
思

わ

れ
る

の
で
あ
る
。

漢
籍

か
ら

の
直

接

の
影
響

を
受

け

た
和
歌

書

の
存

在

を
肯
定

す

る
以
前

の
問

題

と
し
て

「漢

籍
　

日
本

に
於

け
る
漢

詩
文
　

和
歌

」

へ
と
段

階
的

な
歩

み
を
肯

定

す

る

こ
と

の
方

が
先

決
問
題

と
な

っ

て
く

る

の
で
あ
る
。

千
載

佳
句

は
金

子
彦

二
郎

氏

は
延

長
三

年

の
撰
と

さ

れ
、
川

口
久
雄

氏

は

天
暦
年

間

と
さ

れ
て

い
る

が
、
古

今
集

撰
進
後

、
後

撰
集

の
時

代
迄

の

成
立

で
あ

る
。

こ

の
千
載
佳

句

を
矢

面

に
古

今

六
帖

の
部

立
意
識

を

み

て

行

く

こ

と

に

す

る

。

[

千
載

佳

句

と
古

今

六
帖

の
細
部

に

わ
た
る
類

似
を

列
挙

す

る

こ
と

に
す

る
。

古
今

六
帖

の

「
春

、
夏

、
秋

、
冬

」

は
千
載

佳
句

の

「
四
時
部

、
時

節

部
」

に
相

当

す
る
も

の
で
あ

る
が

、
ほ

と
ん

ど
完

全

な

一
致
を

み
る

と

い

っ
て

い

・
で
あ
ろ

う
。
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「夏

」
部

の

「
更

衣
②

、
卯
月
③

、
う

の
花
④

、
神

ま

つ
り
⑤

、

あ
や

め

草
⑧

、
水

無
月
⑨

、
な

こ
し

の
祓
⑩

」

、

「
冬

」
部

の

「
神
無

月
②

、

か

く

ら
④

」

に
相

当

す
る

も

の
は
見
当

ら

な

い
が
、
純

日
本

的

、
和
歌

的

な

も

の

で
あ

る
以

上

や
む
を
得

な

い
も

の
と
看

倣

し
得

る

の

で
あ

る
。

そ

れ

ら
を
除

い
て
も
全

体

の
七
十

五

パ
ー

セ

ン
ト
以
上

の
類

似
を

示
し

て

い
る

こ
と
は
驚

く

べ
き

こ
と

で
あ

る
。
-

「
天
」

部

は

「
天
象
部

」

に
適
合

す

る
。

「
天

の
原
①

、

照
日
②

」

は

「
晴
憲
⑧

」

に
、

「
春

の
月
③

」

以
下

「
有

明
⑩

」
ま

で
は

「月
①

、
風

月
②

、
感

月
③

」

に
、

「
夕

や
み
⑪

、

ほ
し
⑫

」

は

「
夜
⑭

、
閑
夜
⑮

」

に
、

「
春

の
風
⑬

」

以
下

「
雑

の
風
⑲

」

は

「
風
月
②

、

風
雨
⑤

」

に

、

「
雨
⑳

、
村

雨
⑳

、
時
雨
⑳

」

は

「
雨
④

、
風

雨
⑤

」

に
、

「
ゆ
ふ

た
ち

⑳

」

は

「
暮
雨
⑥

」

に
適

今
口
す
る
。

更

に

「
雪
⑳

」

は

「
雪
⑨

」

に
、

「

あ

ら
れ
⑳

、

こ
ほ

り
⑳

」

は

「
雪

夜
⑩

、
氷
⑳

」

に
適

合

す

る
も

の

で
あ

る
。こ

、
で
古

今

六
帖

の

「雲
⑳

、
露
⑳

、

し
つ

く
⑳

、

か
す

み
⑳

、

き

り

⑱

、
霜
⑳

」

、

「
煙
⑬

、

ち
り
⑭

、

な
る
神
⑯

、

い
な

つ
ま
⑳

、

か
け

ろ

ふ
⑰

」

は
そ

れ

ぞ
れ

一
群
を

な
し

て
千
載

佳
句

に
相

当

す

る
も

の
を
見

出

し
得

な

い
も

の
で
あ

る
。

し
か

し
千
載

佳
句

の
内
部

を

詳

し

く
調

べ
て

み

る

に
、

「
雲

、
露

、
霜

、
煙

、
塵

」

の
語

は
相
当

数

の
詩
中

に
見

る

こ
と

が

で
き
る
。

し

か

る
に
、

こ

れ
に
よ

っ
て

「
雲
」

以
下

の
細
部

が
千
載

佳

句

と
合
致

し
な

い
の

で
あ
る

が
、
類

推

さ
れ
得

る
も

の
で
あ

る
と

い
う

こ

と
は

で
き

る

の
で
あ

る
。

古
今

六
帖

「
山

」
部

は
千
載

佳
句

の

「
地

理
部
」

に
匹
敵

す

る
。

「
や

ま
①

」

以
下

「
山

ひ
こ
⑫

」

ま

で
は

「
山
水
①

、
山
中
②

、
泉
③

、
曝

布

水
④

、
春
水
⑤

」

に
相

当

す

る
も

の
で
あ

る
。

「
天
」

部

同
様

に
し

て
千

載

佳
句

の
詩
中

を
見

る
に
、

「
山

ど
り
、

さ

る
、
鹿

、

い
は

ほ
、
峯

、

た

に
」

は
見
出

せ
る

も

の
で
あ

る

こ
と
は
、

類
推

を
許

さ

れ
る
言
葉

で
あ
る

と

い
う

こ
と
が

で
き
る
。

し

か
し
、

「
そ
ま
⑯

」
以

下

'「
む
ま

や
⑳

」

ま

で
は

そ

の

一
つ
も
関

連
性

を
も

た
な

い
の
は
注
意

を
要

す

る

こ
と

・
云

わ

ね
ば

な
ら

な

い
だ
ろ
う
。

「
天

」
部

に
於

て

一
群
を

な
し

て
関
連

し

な
か

っ
た

こ
と

・

一
緒

に
後
述

す

る

こ
と
に
す

る
。

次

に

「
田
、
野
」

は
千

載
佳
句

の

「
遊

放
部
」

に
そ

の
細

目

は
見
出

せ

る
。

し

か
も

「
田
」

部

に

「
春

の
田
①

、
夏

の
田
②

、
秋

の
田
③

、
冬

の

田
④

」

が
あ

り
、

「
野
」

部

に

「
春

の
野
①

、
夏

の
野
②

、
秋

の
野
③

、

冬

の
野

④

」

が

あ

る

こ

と

・

「
遊

放

部

」

に

「
春

遊

③

、

夏

遊

④

、

秋
遊
⑤

、
冬
遊
⑥

」

が
あ

る

こ
と

は
そ

の
類

似
性

を

一
層

強

め

て

い
る

の

で
あ
る
。

そ

の
上

「
田
」
部

最
後

の

「
か
り

ほ
⑤

、

い
な

お
ふ

せ
鳥
⑥

、

そ

ほ

つ
⑦

」

や

「
野

」
部

の

「
か
り
⑥

」

以
下
最

後
迄

は
相
当

す

る
も

の

が
な

い
こ
と

は
前

部

同
様
後

述

す
る

こ
と

に
す

る
。

「
か
り
」
以

下

は
千

載
佳

句

の

「
遊

猟
」

に
相
当

し

な

い
こ
と

も
な

い
の
で
あ

る
が
。

「
都
」

部

は

「
宮
省

部

」

の

「
禁
中
①

」

に
相

当

す

る
も

の
で
あ

る
。

「
田
舎

」
部

は

「
居
処
部

」

に
相
当

す

る
。

「
古

郷
④

」

は

「
旧
宅
③

」

に

「
や
ど
⑤

、

や
ど

り
⑥

」

は

「
亭
④

」

に
、

「
か
き

ほ
⑦

」

は

「
隣

境
⑱

」

に
あ

て
は
ま

る
。

「
家
」

部
も

同
じ

く

「居

処
部

」

に
相
当

す

る
。

「
い
ゑ
①

」

は

「
居

宅
①

」
に
、

「
と

な
り
②

」

は

「
隣
家
②

」

、

「
井
③

」

は

「
水
亭
⑥

、

水
楼
⑧

、
水
閣
⑨

」

に
、

「
ま

が
き
④

」

は

「
隣

境
⑱

」

に
相

当

す
る
。

が
、

「
庭
⑤

」

以
下
該

当

す
る
も

の
が
見
当

ら
な

い
が
、
之

も
後
述

す

る

こ
と

に
す
る
。

「
人
」

部

に
於

て
は
千
載

佳
句

の

「
人
事
部

」

が
相
当

す

る
。

「
お

き
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な
①

」

は

「
老
⑬

、老

人
⑭

」

に
、

「
を

ん
な
②

」

は

「
美
女
⑳

」

に
、

「

お

や
③

、
う

な

ひ
④

、

わ
か

い
こ
⑤

」

は

「
兄
弟
⑳

、
外

孫
⑳

」

に
あ

て

は

ま
る
。
し

か
し
、

「
く

る
ま
⑥

、
う

し
⑦

、
う

ま
⑧
」

は
相
当

す
る

も

の

が
見

当

ら
な

い
。

「
人
」

部

は
歌
数

合
計

四
十

二
首

し

か
存
し

な

い
の
で

あ

る

が
、

ど

の
類
聚

書

に
も
見

ら

れ
な

か

っ
た
部
を

一
部

と

し

て
区

別
す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
と

い
う

よ
り
も

む

し
ろ
恋

・
思

を
他

の
部

に
区

別
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
和

歌
類

聚
書

と

し

て

の
古
今

六
帖

を
位

置

づ
け

て

い
る

も

の
と
考

え

ら
れ

る
。

「
仏
事

」
部

は

「
釈
氏

部

」

に
あ

て
は
ま

る
。

「
寺
①

、
鐘
②

」
は

「

寺
①

、
禅

居
②

、
僧

房
③

」

に
、

「
ほ
う
し
③

、

あ
ま
④

」

は

「
禅

僧
④

」

に
相
当

す

る
。

古

今

六
帖
第

三
帖

は

「
水

」
部

で
あ

る
。

千
載
佳

句

の

「
地
理

部
、
居

処

部
、
遊

放
部

」

と

の
類

似

が
認

め
ら

れ

る
。

「
水
①

、
水

と

り
②

」

は

「
地
理
部

」

の

「
山
水
①

」

に
。

「
を

し
③

」

以
下

「
か

は

つ
⑯

」
迄

の

今
口
計

十
四

項
目

は
今
口
致

す
る
も

の
が
な

い
。

「
は
し
⑰

」

は

「
居

処
部
」

の

「
橋
⑯

」

に
、

「
ひ
⑱

、
ゐ

せ
き
⑲

」

は
同

様

「渠

⑮

」

に
、

「
し
が

ら
み
⑳

、
夜

川
⑳

、
網
代
⑳

、

や
な
⑬

」

は

「
遊
放

部

」

の

「
漁
⑭

」
うに

相

当
す

る
。

「
え
⑳

、

い
け
⑳

、
ぬ
ま
⑳

、

う
き
⑳

」

は

「
居
処

部
」

の

「
池
⑪

、
秋

池
⑫

」

に
、

「
た

き
⑱

」

は

「
地
理
部

」

の

「曝

布

水
④

」

に
あ

て
は
ま

る
。

「
に

は
た

つ
み
⑳

」

以
下

「
し

ほ
が
ま
㊧

」
ま

で
合

計

十

項
目

は
群

を

な
し

て
該
当

し

な

い
。

「
ふ
ね
⑳

」

は

「
居

処
部

」

の

「

迂
舟
⑬

」

に
、

「
つ
り
⑳

、

い
か

り
⑳

、

あ

み
⑫

」

は

「
遊

放
部

」

の

「

漁
⑭

」

に
相
当

す
る
。

「
な

の
り
そ
⑬

」
以

下
最

後
迄

合
計

十

八
項

目

は

あ

て
は

ま
ら

な

い
の
は
注
意

す

べ
き

で
あ

る
。

と
も

に

群
を

な

し

て
あ

て

は
ま

ら
な

い
も

の
は
後

述

す
る

こ
と

に
す

る
。

古

今

六
帖

に
於

け

る
「
水
」

部

は
地

理
的

な
も

の
か
ら
漁

と
し

て

の
性

質
を
有

す

る
も

の
、
更

に
は
水

鳥

、
水
草

類

を
も
含

ん

で
か
な
り
連

想
性

に
豊

ん

だ
部

だ
と

い
え

る
。

水

に
関

す
る
全

て
を
網

羅

し
よ

う
と
試

み

た

の
で
は
な

か

ろ
う

か
。

白
氏

六
帖

と

の
関
係

は
巻
第

二

、
第

三
が
指
摘

さ
れ

て

い
る

が
、
白

氏

六
帖

の
連

想
性

と
古

今
六
帖

の
連

想
性

と

に
は
相

当

の
開
き

が
あ

っ
て

し

っ
く
り

ゆ
か

ぬ
。

そ

の
点

古
今

六
帖

の
編
者

は
水

に
関
係

あ

る
事
項

を

羅

列

す
る

こ
と

に
よ

っ
て
古

今
六
帖

そ

の
も

の

・
目

的
を

明

に
し

よ
う

と

し

た

の
で
あ
り
、

古
今

六
帖

の
作
歌

参
考

書

と
し

て

の
性

格
も

頷

け
る

と

こ
ろ
で
あ

る
。

第

四
帖

の

「
恋

」
部

は
千

載
佳
句

の
中

に
は
そ

の

一
つ
も
相

当
す

る
も

の
が
見
当

ら
な

い
。

こ

の
こ
と

は
注
目

す

べ
き

こ
と

で
あ

っ
て
、
「
雑
思

」

の
部

で
詳
述

す

る

こ
と

に
す
る
。

「
祝
」
部

は
千
載
佳

句

の

「
人
事
部

」

に
於

け

る
「
慶
賀
⑰

、
感
思

⑱

、

謝
恩
⑲

」

に
相
当

す

る
。

こ

・
に
於

け
る

「
わ

か
な
②

、

つ
ゑ
③

、
か

ざ

し
④

」

も
純
粋

に
和

語

で
あ
る
。

次

に
、

「
別
」
部

は

「
別
離

部
」

に
あ

て

は
ま

る
も

の
で
あ

る
。
「
わ

か

れ
①

」

は

「別
意

①
」
に
、
「
ぬ
さ
②

、
た

む
け
③

」

は
「
饅
別
④

」
に
、

「
た

び
④

」

は

「
行

旅
⑩

」

に
、

「
か
な

し
ひ
⑤

」

は

「
旅
情
⑬

」

に
該

当

す

る
。

こ

の

「
別

」
部

の
中
に
「
長
歌
⑥

、
小

長
歌
⑦

、
古
き
長
歌

⑧

、

旋

頭
歌
⑨

」

が
入

っ
て

い
る

が
、

こ
れ

は
「
別
」
と
謎
泌

ず
し

も
関
係

あ

る

も

の
で
は

な
く
、
便

宜
上

も

っ
て
き
た

と
す

る
説

は
妥

当

と
思

わ
れ

る
。

「
雑

思
」

は

「
人
事
部

」

に
相
当

す

る
。

久
曽

神

昇
氏

が
論

じ
て

お
ら

れ

る
よ
う

に

「
思
」

は

「
恋
」

の
前

段
階

的
な

も

の
で
あ

る
に

し
ろ

、
そ

う

で
な

い
に
し

ろ
、
恋
情

を

も

っ
た
も

の
と

し
て

の
性

質

に
は
違

い
は
な

い
の
で
あ

る
。

古

今
六
帖

が
恋

と
思

と
を
区

別

し

た
こ

と
に

つ
い
て
山

本
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明

清

の
標
注

は

「
第
五
帖

に
ま

た
雑

思

あ

り
こ
は
第

四
帖

の
さ

ふ
の
お
も

ひ

の
う

た
を

ひ
ら
き

て
く

は
し
く

の
ふ
る

に
似

た

り
歌

は
恋

を
も

と

・
す

さ
れ

は
万
葉

に
も

春
雑

歌
秋
雑

歌

な

と
有

て
相

聞

の
外

は

み
な
雑
歌

と

す

相
聞

は

す
な

は
ち
恋

な

り
古
今

よ

り
己
下

す

へ
て
恋

の
歌

五
巻

六
巻

あ

り

さ
れ

は
此

ふ
み
も
恋

の
う

た
第

四
第

五

に
わ

た
ら

せ
た

る

に
や
」

と
云

っ

て

い
る
。

こ

の
点

に
関

し

て
は
平

井
氏

は
前

掲
論

文

の
中

で

「
恋

歌

と
思

歌

と

の
内
容

的
相

違
「に
は
問

題

が
存
す

る

と
思

ふ
が
、

と

に
か
く

歌
題

と

し

て
区

別

さ

れ
た

こ
と

は
事
実

で
あ

る
。

斯
様

な
区
別

は
実

際

問
題

と
し

て
頗

る
微

妙

で
あ

り
、
従

っ
て
自
然

に

『
恋

』

に
も
統

元
さ

れ
て
行

っ
た

の
で
あ

ろ
う

が
、

六
帖

に
み

ら
れ

る
『
雑
思

』
の
分
類

は

か

・
る
過
渡

期

の

変

遷
推

移

の
実

情

を
物

語

っ
、
て

い
る

も

の
と
思

は
れ

る
。

」

と
述

べ

て
、

そ

の
源

順
集

と

の
関
係

を
強

調

し

て
お
ら

れ
る

が
、

こ

の
こ
と
も

源
順
集

そ

れ

の
み
に
頼

る
以
前

の
問
題

と
し

て

「雑

思

」

の
細

部

を
見

わ

た
し

て

み
る
必
要

が
あ

る

の

で
は
な

か
ろ
う

か
。

と

い
う

の
は
先

に
も

み

た
よ
う

に
古

今

六
帖

と
白
氏

六
帖

と

の
比
較

に
於

て

み
ら
れ

な

か

っ
た
も

の
が
、

何

ら

か

の
誘
引

に
よ

っ
て
古

今

六
帖

の
細
目

の
中

に
入

っ
て

い
る
と
思

わ

れ
る

か
ら

で
あ

る
。

「
別
」

ま

で

み
て
き

た
千
載
佳

句

と

の
比
較

に
於

て

そ
れ

は
明

に
な

っ
て

く
る

こ
と

で
あ

る
。
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,
千
載
佳
句

の
完
全

な

る
踏
襲

で
は
な

い
が
、
恋

の
推

移
過
程

を
追

っ
て

行

く
中

で
、
千
載

佳
句

の
人
事

部
を

翻
案

し

た
も

の
と
し

て
の
部
立

で
あ

る
。
歌

語

と

し

て
は
使

用

さ

れ

て

い
な

か

っ
た
も

の
も

あ
る

が
、
物

語
語

と

し

て
は
多
数

見
受

け

ら
れ

る
も

の
で
あ

っ
て
、
歌
題

と
し

て

の
妥

当
性

を

欠

い
た
も

の
で
は
あ

り
得

な

い
の
で
あ

る
。

そ

の
中

に

は

「
あ

ひ
思

ふ

⑦

」
以
下

「
い
は

で
思

ふ
⑪

」
ま

で
や

、

「
よ
る

ひ
と

り
を

り
⑭

」

か
ら

「
ふ
せ

り
⑰

」

、

「
一
夜

へ
だ

て
た

る
⑲

」

以
下

「遠

道

へ
た

て
た
る
⑳

」
、

「
め

づ
ら
し
⑮

」

か
ら

「
口
か

た
む
⑱

」
ま

で
、
更

に

「
人

づ
ま
⑲

」

か

ら

「
思

ひ
わ
づ

ら
ふ
⑫

」

ま

で

の
よ

う

に
状

態
を

羅
列

し

た

り
対

句
的

に

も

っ
て
き

た
り
、

か
な
り

類

推
的

な
配

列
を
行

っ
て

い
る
。

又
古

今
集

に

(
注

一
〇
)

於

け

る
恋

の
部

の
配
列

意
識

に

つ
い
て
指
摘

さ

れ
て
い
る

の
と
同

じ

よ
う

に
、
古
今
六
帖
に
於
て
は
そ

の
細
部

に

わ
た

る
部

立

自
体

に
恋

の
前

期

か
ら

中

期
、

ざ

ら
に

は

「
今

は

か

ひ
な
し
㊥

、

こ
れ

よ
⑭

、

か
た

み
⑮

」

と
、

そ

の
破

滅
ま

で
を
並

べ

て

い
る

の
で
あ
る
。

以
上

が

「
雑
思

」

の
部

立

で
あ

る
が
第

四
帖

に
出

て

い
る

「
恋

」

の
部

に

つ
い
て
も

面

白

い
事

実

に

ぶ

つ
か
る

の

で
あ

る
。

「
恋
①

、

片
恋
②

、

夢
③

、
面
影
④

、
転
寝
⑤

、
恨
⑦

」

は
歌

語

と
し

て

の
成

熟
度

は
大

き

い

が
、
恋

の
外

こ
れ

ら

の
歌

題
自

体

が
当
時

迄

の
歌
合

の
中

に
も

認

め
ら

れ

な

い
こ

と

で
あ

る
。

し

か
し

こ
れ

ら

の
歌

題

は
歌
合

そ

の
他

に
於

け
る
題

目
的
感

じ

が
し

な

い
で
も

な

い
。

つ
ま

り
古
今

六
帖

の
編

者

が

「
雑
思

」

と
し

て
第

五
帖

に
も

っ
て
き

た
細

目

は
千
載

佳
句

の
人
事

部

よ

り

の
類

推

で
あ

っ
て
、

「
恋
」

と

し

て
第

四
帖

に
出

し

た
細
目

は
当

時

の
歌

合

に
於

け
る
歌
題

的
感

じ

の
も

の
で
あ

る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
前

に
引

用

し
た

山
本

明
清

の
言
葉

を

認

め
る

に
し

て
も
、
「恋

」

と

「
雑

思

」

の
内
容

に

は

部

立

に
於

て
そ
れ

だ
け

の
相
違

が
あ

る
と

い
う

こ
と
は

注
意

し
な

け

れ
ば

な

ら
な

い
だ

ろ
う
。

古

今

六
帖

に
於

て
は
、

久
曽

神
昇

氏

が
恋

と
思

に

つ

い
て
そ

の
区

別

を
論

じ

て
お
ら

れ
る

こ
と

が
明
確

に
あ

て
は
ま

ら
な

い
の

は
も

っ
と
も
な

こ
と

だ

と
思

わ

れ
る
。

「
雑

思
」

自
体

が
勅

撰
集

に
於

け

る
恋

の
部

の
内
容

と
同
様

の
性
格

を
も

っ
て

い
る

の
で
あ

る
。

更

に
又
疑
問

に
思

わ

れ
る

の
は

「
恋

」

と

「
雑

思

」

が
第

四
帖

と
第

五

帖

に
離

れ

て

い
て
、

そ

の
中

に

「
祝

、
別

」

が
挾

み
込
ま

れ

て

い
る
こ
と

で
あ
る
。

「
雑

思
」

が

「
祝
、

別
」

の
後

に
来

て

い
る

こ
と

は
古

今
集

の

雑

の
部

が
恋

、
哀
傷

の
次

に
位

置
し

た

こ
と

・
関
係

が

あ
る
よ

う

に
思

わ

れ
る
。

類
聚
書

と

し

て
は
雑

の
部

が
哀

傷

の
次

に
来

る

こ
と

が

一
つ
の
性

格

と
な

っ
て

い
た

の
で
は
な

か
ろ
う

か
。

そ

の
雑

の
部

に
相

当

す

る
も

の

と
し

て

「
雑
思

」

を

「祝

、
別

」

の
後

に
位
置

さ

せ
た

と
解
釈

し

た

い
の

で
あ

る
。

「
服

飾
」

部

は
千
載

佳
句

と

の
類

似

は
極

め

て
少

く

、
連
続

す

る

「
言

の
葉
⑳

、
ふ
み
⑳

、
こ
と
⑳

、

ふ
え
⑫

」

が

「
人
事
部

、
宴

喜
部

」

の

「
書

信
⑳

、
琴
⑯

、
笛
⑳

」

に
相
当

す

る

の
み

で
、
そ

れ
よ

り
前

の

「
玉

く
し

げ
①

」

以

下
合
計

二
十

八
項

目
、
更

に
は
そ

れ
よ

り
後

の

「
ゆ

み
⑳

」
以

下
十

二
項

目

は
共

に

一
群
を

な

し
て
今
口
致

し

な

い

の
で
あ
る
。

し

か
し
古

今

六
帖

と
和

名
抄

、
更

に
は
白
氏

六
帖

と

の
比
較

は
平

井
氏

の
論

文

の
中

に
明

に

さ
れ

て

い
る

が
、

そ

の
内

容

は
和
名

抄
も

白
氏

六
帖

も
あ

ま

り
に

散

ら
ば

り
す
ぎ

て

い
て
何

を
基

準

に
聚

め

た
も

の
か
見

当

が

つ
か
な

い

の

で
は
な

か
ろ

う
か
。
和

名
抄

に
於

て
は

「
巻

第

五
調
度

部
上

、
巻

第
六
調

度
部

下
」

、
更

に

「
巻
第

四
装
束

部
」

を
含

め
、

「
巻

第
三

布
吊

部
」

を

も
含

め
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
こ
と

に
な

っ
て
く

る
。
白

氏

六
帖

に
於

て
も

そ
れ

は
巻

第

二
、
四

、
九

、
十

六
、

十
八

、
十

九
、

二
十

五
、

二
十

六
に

拡

っ
て

い
る

の
で
あ
る
。

古
今

六
帖

の
編
者

が
和

名
抄

も

し
く

は
白
氏

六
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帖

に

こ
れ
だ

け
拡

っ
て

い
る
項

目
を

]
括

し

た
と
考

え
ら

れ
な

い
こ
と
も

な

い

の
で
あ

る

が
、

あ
ま

り
に
も

飛
躍

に
す

ぎ

た
感

が
す

る

の
で
あ

る
。

と

い
う

の
は

「
雑

思

」
ま

で
み
て
き

た
よ

う

に
、
古
今

六
帖

は
千
載
佳

句

の
影
響

が
頗

る
大

き

い
と
思

わ

れ

る
か
ら

で
あ

る
し
、

千
載

佳
句

的

な
佳

句
撰

、
詩
句

撰

が
多

数

存
在

し

て

い
た

こ
と
も
考

え
ら

れ

る
か
ら

で
あ

る
。

本
朝
書

籍

目
録

の
詩
家

の
条

を

み
る

と
、

本
朝
秀
句

五
巻

藤
原
明
衡
撰
日
本
佳
句

続
本
朝
秀
句
三
巻

拾
遺
佳
句

三
巻

新
撰
秀
句

三
巻

続
新
撰
秀
句

.二
巻

続
本
朝
佳
句
.二
巻

法
性
寺
大
閣

私
敦
光
撰

本
朝
佳
句

藤
原
周
光

近
代
麗
句

長
方
卿
撰

占
今

詩
鋤

魏
鮭
当
世
麗
句

二
帖

二
帖

十
巻

十
巻

二
巻

等

が
あ

る

が
、

こ
れ

ら

の
部
類

も
或

程
度

の
進
展

を
示

し

て

い
た
と
思

わ

れ
る
し

、
千
載

佳
句

式

の
も

の
で
あ

っ
て
或
程

度

の
影
響

関
係

を
も

っ
て

い
た

の
で

は
な

か
ろ
う

か
と
思

わ
れ

る
。

「
色

、
錦
綾

」

の
部

も
「
服

飾
」
部

同
様

の
観
点

に
立

つ
も

の
で
あ

る
。

千
載

佳
句

と

の
適
合

は
認

め
ら

れ
な

い
。

第

六
帖

の

「
草
」

部

は
七

十
項
目

の
中

類
似

す

る
も

の
は
「
春

の
草
①

、

夏

の
草
②

、
秋

の
草
③

、
冬

の
草
④

、

し

た
く
さ
⑤

、

に

こ
ぐ
さ
⑥

、

ざ

う

の
草
⑦

」

「
ら
に
⑮

、

き
く
⑯

」

「
し

を

に
⑳

、

く

た
に
⑳

、
さ

う

ひ

⑳

」
「
は

ち
す
⑳

、

か
き

つ
ば

た
⑳

、

こ
も
(⑳

、
花

が

つ
み
(⑳
、
あ

し
⑳

、

ひ
し
⑳

、

ぬ
な

は
⑳

、

ね
ぬ
な

は
⑫

、

あ
さ

・
⑳
こ

が
千

載
佳

句

「草

木

部
」

の

「
水

草
①

、
雑

花
⑳

、
蘭

菊
⑫

、

菊
⑳

、
牡

丹
⑳

、
薔
薇
⑳

、
蓮

⑰

、
葛

薬
⑳

、
水

草
①

、
木

蓮
⑪

、
水

芙
蓉
⑫

、
辛
夷
⑩

」

に
相
当

す

る

に
す

ぎ
ず

、

「
山

ぶ
き
⑧

」

以
下

「
を
ぎ
⑭

」
迄

、

「
く

さ

の
か
う
⑰

」

か
ら

「
り
う

た
ん
⑲

」
ま

で
、

「
か
る

か
や
⑳

」

と

「
か

や
⑳

」

、

「
う

き
草
⑭

」
以

下
最
後

迄

は

い
つ
れ
も
群

を

な
し

て
合
致

し

な

い
。

歌

合

に
於

て

は
前

裁
合

が
多

く
な

り
遊
戯

的

な
も

の

に
変
化

し

つ

・
、

又

そ

の
数
も

増
し

つ

・
あ

っ
た
時

代
背

景

よ

り
考

え

て
、

こ
れ
程
多

数

の

草

を
並

べ
た
こ
と

は
意
義

深

い
こ
と

・
云

わ
ね

ば
な

ら
な

い
。

歌

合

に
於

け
る
草

に
関

す
る
歌

題
を

正
暦
年

間
迄

を

、
萩
谷

朴
氏

の

『
平
安

朝

歌
合

大
成

』

の
中

か
ら
拾

っ
て
み
る

と
次

の
数

を
得

る

の
で
あ

る
。

夏

草
ー

三

回

、
山
吹

＝

三
回

、
撫
子
＝

九

回
、

萩
＝

七
回

、
女
郎

花
＝

十

一
回

、
薄
＝

七
回

、
花

薄
ー

一
回

、
篠
ー

一
回

、
荻
ー

二
回
、

蘭
ー

二

回

、
菊
＝

五

回
、
草

の
か
う
＝

三
回

、
き

ち

か
う
ー

一
回
、
竜

胆
＝

元二
回

、

紫
苑
＝

三
回

、
刈

萱
＝

五

回
、
紫

蘭
＝

一
回
、
浮

草
＝

一
回

、
款

冬
＝

五

回

、
さ

こ
く
ー

一
回

、

さ
る
と

り
＝

一
回

、
山
橘
＝

一
回
、
山
菅
＝

二
回

、

み
く
り
＝

一
回

、
卯

の
花
＝

五

回
、
菖

蒲
＝

二
回
。

こ

の
よ
う

に
歌

合

に
於

け
る
題

目

の
全

て
は
古

今

六
帖

の
項

目

の
中

に

含
ま

れ

て

い
て
、
そ

の
他
多

数

の
草
名

を
羅

列
し

て

い
る

こ
と

は
注
目

す

べ
き

こ
と

で
あ
る
。

次

に

「
虫
」
部

で
あ

る
が
、

こ
れ

は
千
載
佳

句

の
中

に

は
類

似

す

る
詩

題

は

一
つ
も
見
出

せ
な

い
。

む

し
ろ
白

氏

六
帖

の
中

に
多

数

見
受

け
ら

れ

る
も

の
で
あ

る
が
、
今

日

侠
し

て

い
る
漢
詩
句

集

の
中

に

こ
う

い
う
部

が

少
な

く

と
も
存
し
た

こ
と

は
考

え

ら
れ

る

こ
と

で
あ
り

、
と
同
時

に
歌
合

の
題

目
を
検

討

し

て
み

る

と
、
(草

部

と
同
様

に
し

て

)

虫
＝

元
回
、
蝉
ー

一
回

、
夏
虫
＝

二
回
、
幡

蜂
＝

三

回
、
松

虫
＝

三
回

、

鈴

虫
＝

二
回

、
日

ぐ
ら

し
＝

一
回

、
蛍
＝

五

回
、
機

織
女
＝

二
回

、
虫

の

音
＝

二
回

、
叢

の
虫
＝

二
回

、
負
態

虫
ー

一
回
、
秋

の
虫
＝

一
回

、
等

が

見
出

せ
る

こ
と

よ
り
し

て
、

「
草
」

部

で

み
た

の
と
同
様

に
古

今

六
帖

の
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性
格

を
物

語

っ
て

い
る

の

で
あ

る
。

又
時
代

的
産
物

と

し

て

の
古

今
六
帖

を
考

え
得

る

の

で
あ

る
。

「
木
」
部

は

「
草
木

部
」

に
該

当

す

る
。

こ

・
で
は

「
た
ち
花
⑳

、

あ

べ
た
ち
花
⑳

、
し

ゐ
⑳

」

や

「
な
し
⑳

、

山

な
し
⑳

」

、
更

に
「
す

ぎ
(⑫
」
以
下

二

十
四
項

目

が
該
当

し

な

い
。

「
草

、

虫
」
部

同
様

歌

合
題
目

の
中

に

こ

の
古

今

六
帖

の
項

目

が
見
出

せ
る

の
は

注
目

す

べ
き

で
あ

る
。

最

後

に

「
鳥

」
部

は

千
載
佳
句

と

の
類
似

性

は
極

め

て
少

い
。

冒
頭

か

ら

「
か

ひ
④

」
迄

は
合

致

し
な

く

て
、
わ
ず

か

に

「
つ
る
⑤

、

か
り
⑥

」

が

「禽

獣
部

」

の

「
鶴
①

、
猿
膓
②

」

と
相
当

す

る

の
み

で
あ

る
。

又

「

う
ぐ

い
す
⑦

」
以

下
十

三
項

目

は
類

似

す
る
も

の
が
見
当

ら
な

い
。

白
氏

六
帖

と

の
比

較

は
巻
第

二

十
九

で
あ

る

が
、
白
氏

六
帖

と

の
適

合
度

が

は

る
か

に
大

き

い
と
云

わ

ね
ば

な
ら
な

い
よ
う

で
あ
る
。
し

か
し
、
千

載
佳

句

的
漢

詩
句
集

を
類

推

し
、

そ

れ
に
対

立
す

る
も

の
と
し

て

の
古
今

六
帖

を

考

・ズ
る
べ
き

で
あ

ろ
う
。

最
後

に

「
山

、
田

、
野
、
家

、

人
、
雑

思

、
恋
、

服
飾

、
色

、
錦
綾

、

水

、
草
、

虫
、

木
、
鳥

」

の
各
部

に
於

て
千
載

佳
句

と

の
適
合

が
な
か

っ

た
と

こ
ろ

は
全

て

一
群

を
な

し
て
、
各
部

の
後
半

に
集

っ
て

い
た
こ
と

は
前

述

し
た
通

り

で
あ

る
。

当
時

の
漢

詩
集

の
も

っ
た
部

立

が
そ

う

で
あ

っ
た

の
か
も

し

れ
な

い
が
、
現

在
見
得

る
限

り

で
は

そ
れ

は
千
載

佳
句

と

の
比

較

に
よ

っ
て
類

推
す

る
以
上

は

で
き

な

い
こ
と

で
あ
る
。

完
全

に
千
載
佳

句

に
よ

っ
た
も

の
で
あ

る
と
す

る
と

、
半
ま

で
は
そ

の
類

似

が
大

き
く

、

後
半

は

そ

の
類

似

が
見

ら

れ
な

い
と

い
う

こ
と
は
、
最
初

こ
の
漢
詩

集

を
座

右

に
し

て
仕
事

を
進

め

て
行

っ
た
も

の
と
解

す

る
こ
と

が

で
き

る
。

尚
編

者

は
そ

の
上

に
和

歌
的

な
言
葉

を

さ

が
し
漢
詩
集

に
な

い
部

を
設

定

す
る

こ
と
に

よ

っ
て
手
本
以

上

の
も

の
を
作
成

し

よ
う

と
し

た

の
で

は
な
か

ろ

う

か
。

つ
ま

り
、

こ
の
千
載
佳

句

の
中

の
部

立

を
踏
襲

し

、
適
当

に
和

語

に
翻
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案

し

つ

、
更

に
又
挿

入
を
行

い

つ

・
、

そ

の
後

に
漢
詩
集

に
な

い
も

の
を

適

宜
羅

列

し

て

い

っ
た
も

の
と
思

わ

れ
る

の

で
あ
る
。

二

古
今
六
帖

と
千
載
佳
句

と
の
関

係
に

つ
い
て
そ

の
相

関
関

係

を
強

固
な

も

の

と
す

る
根
拠

に
項

目
数

が

あ
る
。

千
載

佳
句

の
細

部

の
項

目

は
合

計

二
百

五
十

八
門

あ
る
。

し

か
る

に
古
今

六
帖

の
そ
れ
は
題
目
録
に
よ
る
と
合
計

五

(注

=

「)

 百
十

六
門

あ
る

の
は
何

故

で
あ

ろ
う

か
。

第

一
帖

「
天
」
の
部

に
あ

る
「
火
」

と
第

六
帖

「
木
」

の
部

に
あ
る

「
か

に

は
ざ
く

ら
」

と

は

こ
の
題
目

録

の

中

に
含
ま

れ

て

い
な

い
の
は
何
故

だ
ろ
う

か
。

「
火

」

と

「
か
に

は
ざ
く

ら
」

を
加

え
る

と
二

つ
増

え

て
丁

度

二
倍

と

い
う

こ
と

に
は
な

ら

な
く
な

る

の
で
あ

る

が
、
目
録

を
作

る
時

に

(
目
録

が
後
人

の
補

入

に
し

ろ
、

そ

う

で
な

い
に
し

ろ

)
或

は

そ

の
数

を

二
倍

に
す

る
為

に
書

き
入

れ

な

か

っ

た

の
だ

ろ
う

か
。

或

は
又

、
千
載

佳
句

の
項

目

数

は
意
識

に
な
く

そ

の
目

録
を
作

っ
て
行

っ
た

の
で
あ

る
が
、

本
当

に
偶

然

に
も

、
一
つ
を
忘

れ

て
し

ま

っ
た

の
か
。
古

今

六
帖

と
千
載

佳

句

の
部
立

の
類

似

か

ら
考
え

て
も
前

者

の
方

が
妥
当

の
よ
う

に
思

わ
れ

る
。

と
す

る
と

こ

の
編
者

は
完

全

に
千

載

佳
句

そ

の
も

の
を
意

識

し

て

い
た

こ
と

に
な

る

の
で
あ

る
。

つ
ま

り
古

今

六
帖

の
編
者

の
意
識

の
中

に
は

千
載
佳

句

と

い
う
当

時

の
作

詩

参
考
書

は
、
作

歌
参

考
書

に
対

す

る
も

の
と
し

て
入

っ
て

い
た
と

い
う

こ
と

が

で

き

る

の
で
は

な
か

ろ
う

か
。

第

一
帖

の

「
春

、
夏

、
秋

、
冬
」

の
部

は
そ

の
季
節

の
初

か
ら
暮
ま

で

を
順

次
並

べ
て
行

き
そ

の
間

に
行
事

を
挿

入

し

た
と

い
う
点

に
於

て
は
千

載

佳
句

も
同
様

で
あ
る
。
「
天
」

部

で
も

同
様

で
月

か

ら
風

、
風

か
ら
雨

、

そ

の
後

に
雪

と

い
う

配
列

順
序

は
そ

の
過
程

に
於

て
類

似
性

を

も

っ
て

い

る
と

い
え

る
。

第

二
帖

で
は

「
田
、

野
」

の
部

で
見

た
よ

う

に
、

「
春

の
田
①

、
夏

の

田
②

、
秋

の
田
③

、
冬

の
田
④

」

と

「
春

の
野
①

、
夏

の
野
②

、

秋

の
野

③

、
冬

の
野

④

」

に
対

し

て
、
「
春

遊
③

、
夏

遊
④

、
秋
遊

⑤

、
冬

遊
⑥

」

が
順

序
正

し

く
配
列

さ
れ

て

い
る
。

「家

」

部

で
も

「
家
①

、
隣
②

」

と
隣

接

す

る
歌

題

は
千

載
佳

句

の

「
居

宅
①

、
隣
家

②

」

と
隣
接

す

る
詩

題

と
非
常

に
類
似

し

て

い
る
。

「
仏
事

」
部

で
も

「
寺
①

、
鐘
②

、
法
師

③

、
あ

ま
④

」

と

い
う

順
序

は
そ

の
ま
ま

の
順

に
千
載

佳
句

の
中

に
見
出

せ

る
も

の
で
あ

る
。

第

三
帖

の

「
別

」
部

に
於

て
も

「
別
①

、

ぬ
さ
②

、

手
向
③

、
旅
④

、

か
な
し

び
⑤

」

に
対
応

す

る
詩

題

の
順
序

は

入
り
乱

れ

る

こ
と
な

く
順
序

を
保

っ
て

い
る

の
で
あ

る
。

第

六
帖

の

「鳥

」

部

に
於

て
唯

一
つ
類

似

し
て

い
る

と

こ
ろ

の

「
つ
る

⑤

、

か
り
⑥

」

は
千
載

佳

句

「
禽

獣
部
」

の

「
鶴
①

、
猿

鵬
②

」

と

い
う

順

序

に

一
致

す

る

の

で
あ
る
。

第

五
帖

「
雑

思
」

に
於

て
千
載

佳
句

の

「
人
事

部
」

と

の
順
序

が

一
致

せ
ず

、
入

り
乱

れ

て

い
る

の
は
古

今
集

以
来

恋

の
部

の
配
列

が
、
恋

の
前

期

か
ら
中

期
更

に
は

そ

の
末

期

へ
と
段
階

的
配
列

を

し

て

い
る

こ
と
と

考

え
合

せ

る
な

ら

ば
、
当

然

の
も

の
と
思

わ

れ
る
。

こ
れ
を

古
今

六

帖

と
白
氏

六
帖

の
順
序

を
追

っ
て
み

る
と

、
そ

の
開

き

の
大

き

な

こ
と

に
気

付

く

の
で
あ

る
。
例

え

ば
、

四
時

に
相

当
す

る
第

一

巻

は

第

一
巻

天

地

日
月

星
辰

雲
雨

風
雷

四

時
節
臆

と
な

っ
て

い
て
、

簡
単

に
古
今

六
帖

の
配
列

を
類

推

で
き

る
も

の
で
は
な

い
も

の
と
思

わ

れ
る
。

し

か
も

白
氏

六

帖

の
細
目

は

一
七

〇
〇

門
以

上
存
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す

る
し

、
巻

五

、
巻

八

、
巻

十

三
、
巻

十
五

、
巻

二
十

一
、
巻

二

十

二
、

巻

二
十
七

、
等

の
関
係

な

い
巻
も

存
す

る

の
で
あ

る
。

千

載
佳
句

自
体

が
漢
籍

の
影
響

を
受

け

て
い
る

こ
と

は
川

口
久
雄

氏

が

論

じ

て
お

ら
れ

る
(差

)で
あ
る

が
、
今
迄

の
論

を
総

括

し

て

湊

籍
-

千

載
佳

句
ー

古

今

六
帖
」

と

い
う
影

響
関
係

の
ル
ー

ト
を
提

起

す
る

こ

と

が

で

き

る

の

で
は

な

か

ろ

う

か
。

結

語

以
上

み

て
き

た
古
今

六
帖

と

千
載

佳
句

と

の
類
似

を
総

括
し

て

み
る
と

左

の
パ
ー

セ

ン
テ
ー

ジ
を

得

る
。

古
今

六
帖

細
項

目
数

11

五
百
十

六

(
「火
」

「
か
に
は
さ
く
ら
」
を
除
く
)

千

載
佳
句

と

の
適
合

数
11

二
百

二
十

二

各

部

に
よ

っ
て
そ

の
適
合
度

は
か
な

り
違

っ
て

い
る
が
全

体

で
四

十

三

パ

ー

セ

ン
ト

の
類

似

が
あ

る
。

こ

の
こ
と

は
逆

に
千

載
佳
句

の
立
場

か
ら

い

え

ば
八
十

パ
ー
セ

ン
ト
以

上

の
類
似

と

い
う

こ

と

に
な

る
。

白
氏

六
帖

に

は
少

し
も

見
当

ら
な

い

「
雑

思
」

の
部

が
千

載
佳

句

の
人
事
部

と

の
比

較

に
よ

っ
て
明
ら

か

に
な
り

、

「
恋

」
部

と

の
対
称

を
考

え

て
み
る

と
、

そ

こ

に
は

「
恋

」

と

「
雑

思
」

と

の
は

っ
き

り
し

た
違

い
が
生

じ

て
い
る

こ

と

が
明
ら

か
に

な

っ
た
し

、
古
今

六
帖

の
各
部

に
於

て
前

半

は
千
載

佳
句

と

の
類
似
性

が

強

い
が
、
後

半

は
そ
れ

が
弱

い
こ
と
が
明

ら

か
に
な

っ
た
。

更

に
又

千
載

佳
句

の
詩

題

が
二
百

五
十

八

で
あ
り
古

今
六
帖

の
歌

題

が
五

百

十

六
あ

る

こ
と
よ

り
、
古

今

六
帖

の
編
者

の
意
識

の
中

に
千
載

佳

句

そ

の
も

の
が
強

く
入

っ
て

い
た
と
思

わ

れ
る

の
で
あ

る
。

本
論

で
み
て

き
た
よ

う

に
そ

の
細
目

は
漢
語

を

和
語

に
翻

案
し

た

も

の

も

あ

り
、
そ

の
間

に
あ

っ
て
連

想

に
よ

り
各

部

に
適
宜

挿

入
し

た
も

の
も

あ

る
。

更

に
何

か

の
要

求

に
よ

り
後
半

に
添
加

さ

れ

た
も

の
も
あ

る
。

そ

の
何

か

は
恐

ら
く
歌
合

と

い
う
題

詠
歌

の
も

つ
性

格

で
あ

っ
た

ろ
う

し
、

千
載

佳
句

の
詩

題

が
二
百

五
十
八

と

い
う

こ
と
も

あ

っ
た

で
あ

ろ
う
。

最

後

に
古
今

六
帖

の
題

目
録

の
冒
頭

に

つ
い
て
み

て
み

る
と

古
今
和

歌

六
帖
題

目
録

第

一
帖

歳

時
部

(施

点

筆
者

)

春

春

立

日

む
月

つ
い
た
ち

の
日
…

…
:
・

と
あ

る
。
し

か
し

て
第

二
、

三
、

四
、
五

、
六
帖

に
は

こ

の
「
歳
時

部
」
に

相

当
す

る
記

載

が
存

在
し
な

い
こ
と
は
何

を
意

味
す

る

の

で
あ

ろ
う

か
。

こ

こ
で
臆

測

が
許

さ

れ
る
な

ら
ば
、
古

今

六
帖
も

「
歳

時
部

」
的

な
大
部

を
設

け

て
或

は
十
五
部

に
統

合

さ
れ
、
完

全

に
千
載
佳

句

の
部

立
数

を
踏

襲

し

て

い
た

の
か
も

し
れ

な

い
。

千

載
佳
句

と

の
比
較

を
試

み
る

こ
と
に

よ
り
、
今

迄

白
氏

六
帖

の
影
響

甚
大

で
あ

る
と
云

わ
れ

て
き
た

の
に
対

し

て
、
よ

り
以

上

に
漢
詩

と
和
歌

の
変
遷

期

に
あ

っ
た
産
物

と
し

て

の
古

今

六
帖

を

認
識

し
、

そ

の
役
割

を

考
え

て

み
た
し

だ

い
で
あ

る
。

あ
る

い
は
古

今

六
帖

の
も

つ

一
つ
の
性

格

と
し

て

一
言

の
も

と
に
葬

り
去

ら

れ
て
し
ま

う

か
も

し
れ
な

い
、
が

、
撰

者

を
考

え

る
時

、
も
し

く

は
成

立
年

代

を
考
え

る
時

何

ら
か

の
方
法

で
役

に
立

て
ば
幸

で
あ

る
。

注

「白
氏
六
帖

を
媒
介

と
し
て
の
古
今
六
帖
私
考
」
国
語
と
国

文
学

昭
和
三
十

年
七
月
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諸
説

あ

っ
て

一
定
し

て
い
な

い
。

川

口
久
雄
氏

「平
安
朝

日
本
漢
文
学
史

の
研
究
』

に
よ
る
。

「平
安
時
代

文
学

と
白
氏
六
帖
』第

四
章

第
六
節

「
千
載
佳
句
成
立

の
年
代
」

「
平
安
時
代

日
本
漢
文
学
史

の
研
究
』

第
十
六
章

第
二
節

「
大
江
維
時
と

日
観

集

、
千
載
佳
句
」

内
閣
文
庫
乙
本

・
松
平

文
庫
本

は

「
三
月
イ
三
日
」
と
あ

り
、
上
野
図
書
館
本

は

「
三
月
三

日
」

と
あ
る
。

内
閣
文
庫

甲
本
は

「三
日
」
と
あ
る
の
み
で
あ
る
。

内

閣
文
庫
乙
本

は

「
八
月
イ
十
五
夜
」
、
上
野
図
書
館
本

は

「八
月

十
五
夜
」

内

閣
文
庫

甲
本

と
松
平
文
庫
本
は

「十
五
夜
」

と
な

っ
て

い
る
。

古
今
六
帖

細
部

下

の
数
字
は
各
部

に
於

け
る
順
序
を
示

す
。
千

載
佳
句

細
部
下

の
数
字
も

同
様

で
あ
る
。

平
井
卓
郎
氏

(注

一
)
に
同
じ
。

山

路
平
四
郎
氏

「古

今
和
歌
集

の
部
立

に
つ
い
て
」

文
学

昭
和
二
十
二
年
三
月

小
沢
正
夫

氏

一
勅

撰
集

の
部

立

の
研
究
」

国
語

と
国

文
学

昭
和

十
六
年
四
月

福

田
良
輔
先
生

「
古
今
集
和
歌

の

一
排
列

基
準
と
し

て
の
美
意

識
」
台
湾

昭
和

十
五
年
六
月

古
今

六
帖

の
編
纂

時
代
が
諸
説
あ
る
中

で
最

も
時
代

の
新

し

い
山
田
孝

雄
氏

の

説

を
極
限
と
考
え

て
仕
事
を
進

め
た
も

の
で
あ
る
。

「
古
今
六
帖

覚
書
」
日

本

大

学

国

文
会

誌

語
文

矛

一輯

寛
文
九

年
板

本
に
よ
る
。

山
本
明
清

の
標

註
本

と
石
塚
龍

磨

の
校
証
古
今
和
歌

六
帖

に
よ
る
と
、
契
沖
本

に
よ

っ
て

「火
」
「か
に
は
さ
く
ら
」
は
補

っ
て
あ
る
。

「平
安
朝

日
本
漢

文
学

史

の
研
究
』

矛

十
六
章
矛

二
節

「大
江
維
時
と
日
観
集

千

載

佳

句

」

受
贈
図
書

昭
和
40
年
6
月
ー
12
月

正
岡
子
規

地
球
儲
・
天
球
儀

二

.

徳
川
家
康
公
伝

近
世
文
芸
資
料
と
考
証
Ⅳ
W

近
代
文
学
選

国
立
国
語
研
究
所
年
報

(三
十
八
年
度
)

共
通
語
化
の
過
程

類
義
語
の
研
究

近
代
文
学
と
仙
台

一

奈
良
時
代
東
国
方
言
の
研
究

日
本
文
学
の
自
然
観
照

保
険
百
歌

天
地
の
は
じ
め

二

和
漢
古
書
分
類
法

連
愚
腰
折
集

創
立
三
十
年
記
念
論
文
集

(文
理
篇
)

逐
次
刊
行
物
目
録

(37
年
度
)

〔抜
刷
〕

「お
あ
ん
は
な
し
」
と
そ
の
言
語

お
あ
ん
は
な
し

天
理
図
書
館

天
理
図
書
館

日
光
東
照
宮
社
務
所

七

人

社

学

友

社

国
立
国
語
研
究
所

国
立
国
語
研
究
所

国
立
国
語
研
究
所

日
曜
随
草
社

福
田

良
輔

瀬
古

確

伊
吹

高
吉

前
園

直
健

長
沢
規
矩
也

宮
本

八
郎

福

岡

大

学

国
立
国
会
図
書
館

吉
野

忠

吉
野

忠
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